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史
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真　

一　

郎

は
じ
め
に

�　

バ
ー
リ
ン
自
由
論
成
立
の
知
性
史
的
背
景

二　

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底―

―
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学

三　

哲
学
と
思
想
史
を
結
び
つ
け
る
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢

お
わ
り
に

は

じ

め

に

　

本
稿
の
目
的
は
、
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン）

1
（

（Isaiah B
erlin

）
の
自
由
論
の
基
底
に
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
（a philosophy 
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バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

grounded in the history of ideas

））
2
（

﹂
が
存
す
る
と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
上
で
、
彼
の
自
由
論
に
お
い
て
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研

究
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
、
教
授
就
任
講
演
で
あ
る
﹁
二
つ
の
自
由
概
念
（Tw

o C
oncepts of L

iberty

））
3
（

﹂（
�
九
�
八
年
）
に
お
い
て
提

示
さ
れ
た
が
、
彼
に
よ
る
二
つ
の
自
由
概
念
の
分
析
は
、
当
初
か
ら
数
多
く
の
反
響
を
呼
ん
で
き
た）

4
（

―
―

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
二
つ
の
自
由

概
念
（﹁
積
極
的
自
由
（positive freedom

）﹂
と
﹁
消
極
的
自
由
（negative freedom

）﹂）
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
注）

5
（

で
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

バ
ー
リ
ン
の
批
判
者
た
ち
の
通
説
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
、
消
極
的
自
由
に
か
ん
す
る
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論

（philosophical and conceptual theory

）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
提
示
す
る
今
日
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法

哲
学
者
で
あ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（R

onald D
w

orkin

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
る
と
、

今
日
の
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
実
践
を
そ
の
外
側
や
上
方
か
ら
見
下
ろ
し
、
実
践
を
道
徳
的
に
中
立
的
な
用
語
で
記
述
す
る
。
彼
は
こ
う

し
た
見
解
を
ア
ル
キ
メ
デ
ス
主
義
（A

rchim
edeanism

）
と
呼
ぶ）

6
（

。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
解
で
は
、バ
ー
リ
ン
は
﹁
自
由
（liberty

）﹂
を
、

﹁
自
分
が
し
た
が
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
他
者
か
ら
の
制
約
な
い
し
強
制
か
ら
自
由
（free

）
な
状
態
で
行
う
能
力
﹂
と
し
て
、
定
義
し

て
い
る―

―

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
こ
こ
で
、﹁
自
由
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
バ
ー
リ
ン
の
い
う
﹁
消
極
的
自
由
﹂
の
こ
と

で
あ
る
と
思
わ
れ
る―
―

。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
い
う
に
は
、
自
由
に
つ
い
て
の
バ
ー
リ
ン
の
説
明
（
定
義
や
分
析
）
は
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス

主
義
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
バ
ー
リ
ン
の
そ
の
説
明
は
、
規
範
的
な
社
会
実
践
に
か
ん
す
る
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
説

明
自
体
は
、
自
ら
が
規
範
的
理
論
で
あ
る
と
、
主
張
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
説
明
は
む
し
ろ
、
自
ら
が
、
社
会
実
践
に
つ
い
て
記
述
的

で
、
ま
た
そ
う
し
た
実
践
を
作
り
上
げ
る
論
争
の
あ
い
だ
で
中
立
的
な
、
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
と
、
主
張
し
て
い
る）

7
（

。

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
ら
の
通
説
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
①
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
消
極
的
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た
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理
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
②
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
理
解
で
は
、
こ
の
通
説

的
な
理
解
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
�
面
し
か
捉
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

筆
者
は
か
つ
て
、
①
の
通
説
的
な
理
解
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る）

8
（

。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
批
判
者
た
ち
は
、

そ
の
多
く
が
消
極
的
自
由
の
概
念
に
集
中
し
、
そ
の
概
念
の
狭
さ
を
批
判
し
た
り
、
そ
の
概
念
と
古
典
的
自
由
主
義
と
の
関
連
を
明
ら
か
に

し
た
り
す
る
者
も
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
法
哲
学
者
で
あ
る
ベ
ア
タ
・
ポ
ラ
ノ
フ
ス
カ
＝
シ
グ
ル
ス
カ
（B

eata 

P
olanow

ska-Sygulska
）
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
の
議
論
の
価
値
と
独
創
性
は
、
消
極
的
自
由
に
か
ん
す
る
議
論
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ

積
極
的
自
由
に
対
す
る
鋭
い
批
判
に
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
は
﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂
に
お
い
て
、
消
極
的
自
由
の
説
明
に
九
頁
を
費
や
し
、
積

極
的
自
由
の
概
念
の
批
判
に
は
二
四
頁
を
費
や
し
て
い
る）

9
（

。
さ
ら
に
、
バ
ー
リ
ン
は
、
理
論
レ
ベ
ル
（theoretical level

）
に
留
ま
っ
て

彼
自
身
の
教
説
の
体
系
（a body of doctrine

）
を
提
示
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
、
自
由
に
か
ん
す
る
メ
タ

理
論
（m

eta-theory

）
を
、
す
な
わ
ち
理
論
に
か
ん
す
る
理
論
を
定
式
化
し
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
二
つ
の
自
由
概
念
に
か
ん
す
る

分
析
（analysis

）
と
、
消
極
的
自
由
は
個
人
の
自
由
の
よ
り
よ
い
防
御
手
段
（safeguard

）
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
彼
自
身
の
教
説

の
体
系
で
は
な
い
の
で
あ
る）
₁₀
（

。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
自
身
も
、
ポ
ラ
ノ
フ
ス
カ
＝
シ
グ
ル
ス
カ
と
の
会
話
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い

る
）
₁₁
（

。
批
判
者
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
バ
ー
リ
ン
自
身
が
提
示
し
て
い
な
い
教
説
の
体
系
を
、
自
分
（
批
判
者
）
な
り
に
想
定
し

た
上
で
、
そ
の
教
説
の
体
系
に
対
し
て
攻
撃
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
の
は
、
②
の
通
説
的
な
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
、

と
い
う
通
説
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
が
存
す
る
こ
と
を
見
落

と
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
の
自
由
論
の
理
解
と
し
て
は
�
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
通

説
的
な
理
解
に
対
し
て
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
、
そ
の
両
者
が
互
い
を
補
完
し
あ
っ
て

三
二
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い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
な
お
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
と
い
う
表
現
は
、
カ
ナ
ダ
の
政
治
家
・

政
治
哲
学
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
（M

ichael Ignatieff

）
に
よ
っ
て
、
用
い
ら
れ
て
い
る）
₁₂
（

。

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
が
存
す
る
と
い
う
理
解

を
、
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
さ
ら
に
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
政
治
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
、
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
、
バ
ー
リ
ン
研
究
を
超
え
て
、
政
治
哲
学
の
あ
り

方
に
も
踏
み
込
む
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
予
備
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
、
こ

こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

本
﹁
は
じ
め
に
﹂
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
の
概
要
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
第
�
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
自
由
論
成
立
の
知
性
史
的
背

景
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
の
哲
学
的
研
究
に
お
け
る
中
心
的
主
張
を
整
理
し
た
上
で
、
彼
が
や
が
て
、
哲
学

か
ら
思
想
史
に
向
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
か
ら
完
全
に
離
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、﹁
思
想
史
を
基
礎

に
も
つ
哲
学
﹂
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究

が
交
錯
し
、
そ
の
両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
。
第
三
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
け
る
哲
学
的
研
究

と
思
想
史
研
究
は
、
彼
が
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す

る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
、

初
期
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非

人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
二
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バ
ー
リ
ン
自
由
論
成
立
の
知
性
史
的
背
景

１　

バ
ー
リ
ン
の
哲
学
の
基
本
的
主
張

　

バ
ー
リ
ン
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
卒
業
後
に
、
同
大
学
に
て
、
当
初
は
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た）
₁₃
（

。
彼
は
、
哲
学
に
か
ん

す
る
複
数
の
論
文）
₁₄
（

を
執
筆
し
、
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（John L

. A
ustin

）
ら
と
の
研
究
会）
₁₅
（

も
開
催
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
バ
ー
リ
ン
は
そ
の
後
、
思
想
史
研
究
に
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
哲
学
か
ら
離
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
第
二
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
か
ら
完
全
に
離
れ
た
の
で
は
な
く
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ

哲
学
﹂
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る）
₁₆
（

。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
節
（
第
�
章
の
１
）
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
哲
学
の
基
本
的
主
張
に

つ
い
て
確
認
す
る
作
業
を
行
い
た
い
。
な
お
、
本
節
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
政
治
思
想
史
家
の
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
チ
ェ
ル
ニ
ス
（Joshua 

C
herniss

）
お
よ
び
、
バ
ー
リ
ン
の
遺
稿
を
管
理
し
て
い
る
編
集
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
（H

enry H
ardy

）
に
よ
る
、
バ
ー
リ
ン
に
か

ん
す
る
共
著
論
文
に
依
拠
す
る）
₁₇
（

。

　

チ
ェ
ル
ニ
ス
と
ハ
ー
デ
ィ
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
の
哲
学
の
捉
え
方
は
、
彼
の
若
い
時
期
に
お
け
る
、
観
念
論
（idealism

）
お
よ
び
論

理
実
証
主
義
（logical positivism

）
と
の
邂
逅
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
拒
絶
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、
前
者
の
観

念
論
に
つ
い
て
は
、
根
源
的
・
必
然
的
・
絶
対
的
・
抽
象
的
な
真
理
を
確
立
で
き
る
よ
う
な
、﹁
諸
学
の
女
王
﹂
と
し
て
の
哲
学
と
、
捉
え

て
い
る
。
彼
は
、
後
者
の
論
理
実
証
主
義
に
つ
い
て
は
、
還
元
主
義
的
で
縮
減
的
（deflationary

）
な
哲
学
と
、
捉
え
て
い
る
。
論
理
実

証
主
義
は
、
良
く
い
え
ば
、
自
然
科
学
の
召
使
い
な
の
で
あ
っ
て
、
悪
く
い
え
ば
、
知
的
に
未
成
熟
な
混
乱
と
軽
信
の
表
れ
な
の
で
あ
る）
₁₈
（

。

　

さ
て
、﹁
純
粋
﹂
哲
学
に
お
け
る
バ
ー
リ
ン
の
最
大
の
功
績
は
、﹁
論
理
的
翻
訳
（logical translation

）﹂
へ
の
批
判
に
か
ん
す
る
も
の

で
あ
る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
言
明―

―

真
で
あ
っ
た
り
有
意
味
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
正
し
さ
を
主
張
で
き
る
よ
う
な
、
す
べ
て
の
言
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リ
ン
自
由
論
の
基
底

明―
―

は
単
�
の
﹁
適
切
な
﹂
命
題
（a single, ‘good’ type of proposition

）
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
想
定
を
批
判
す
る
。

彼
に
い
わ
せ
れ
ば
、
単
�
の
適
切
な
命
題
と
い
う
理
想
は
、
幻
想
で
あ
り
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、
こ
う
し
た

誤
っ
た
想
定
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
以
下
の
二
つ
の
別
個
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
区
別
し
て
い
る
。
第
�
は
﹁
収
縮
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ

（‘deflationary’ approach

）
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
べ
て
の
命
題
を
、
唯
�
の
正
し
い
タ
イ
プ
に
�
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

第
二
は
﹁
膨
張
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
（‘inflationary’ approach

）
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
べ
て
の
言
明
を
包
摂
す
る
統
�
体
を
措

定
し
、
存
在
し
て
い
な
い
（
と
バ
ー
リ
ン
が
信
じ
る
）
物
事
を
﹁
創
造
﹂
し
た
り
、
そ
う
し
た
物
事
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
た
り
す
る

の
で
あ
る）
₁₉
（

。

　

こ
れ
ら
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
収
縮
と
膨
張
と
い
う
異
な
る
方
法
を
用
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
両
者
と
も
、
す
べ
て
の
命
題
の
単
�

の
類
へ
の﹁
強
制
的
同
�
化（forcible assim
ilation

）﹂を
要
請
す
る
点
に
お
い
て
、誤
っ
て
い
る）
₂₀
（

。
こ
う
し
た
要
請
は
、確
実
性（certainty

）

を
希
求
す
る
人
間
の
心
理
や
、
バ
ー
リ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
イ
オ
ニ
ア
派
の
誤
謬
（the Ionian fallacy

）﹂―
―

す
べ
て
は
、
同
�
の

実
質
な
い
し
タ
イ
プ
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
想
定―

―

に
、

基
づ
い
て
い
る）
₂₁
（

。
こ
う
し
た
確
実
性
の
探
究
は
、
自
滅
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
疑
い
を
も
た
ず
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
や
、
間

違
い
を
犯
す
恐
れ
な
し
で
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
に
自
ら
を
制
約
す
る
こ
と
は
、
自
ら
に
沈
黙
の
刑
を
科
す
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る）
₂₂
（

。

　

結
局
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が
依
拠
し
て
い
る
確
実
性
の
大
部
分
や
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
が
依
拠
し
て
い
る―

―

あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の

信
念
を
正
当
化
す
る―

―

推
論
の
大
部
分
は
、
演
繹
的
な
い
し
帰
納
的
な
形
式
的
図
式
や
、
そ
れ
ら
の
図
式
の
組
み
合
わ
せ
に
、
還
元
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
網
の
目
（w

eb

）
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
あ
り
、
網
の
目
を
織
り
な
す
諸
要
素
は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
、
諸
要
素

を
分
離
し
て
、
�
つ
�
つ
の
要
素
を
個
別
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
無
数
の
諸
要
素
が
織
り
な
す
全
体
的
構
成
（the 
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）
を
、
全
体
と
し
て
検
証
し
う
る
可
能
性
が―

―

原
理
的
に
も―

―

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
受
け
入
れ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
全
体
的
構
成
は
、
わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
で
あ
り
、
到
達
点
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
バ
ー
リ
ン
は
、
以
下
の
よ

う
に
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
的
構
成
の
外
部
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
全
体
的
構
成
を
観
察
し
た
り
、
全
体
的
構
成
に
つ

い
て
評
価
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
外
部
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
（A

rchim
edean point outside

）
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
、
と）
₂₃
（

。

２　

哲
学
か
ら
思
想
史
へ

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
研
究
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
は
、
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
や
が

て
、
哲
学
か
ら
離
れ
て
思
想
史
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
彼
が
哲
学
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
探
る
た
め
に
、
�

九
三
〇
年
代
以
降
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
哲
学
的
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
作
業
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
バ
ー
リ
ン
が
Ｊ
・

Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
日
常
言
語
学
派
か
ら
距
離
を
取
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
（F

riedrich W
aism

ann

）
の
日
常
言
語
の

理
解
に
近
づ
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
イ
タ
リ
ア
の
政
治
哲
学
者
で
あ
る
マ
リ
オ
・
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ

（M
ario R

icciardi

）
の
研
究）
₂₄
（

を
参
照
す
る
。

　

バ
ー
リ
ン
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
親
し
い
友
人
・
同
僚
で
あ
り
、
バ
ー
リ
ン
が
後
に
﹁
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学）
₂₅
（

﹂
と
表
現
し
た
も
の
の

活
動
お
よ
び
知
的
な
検
討
課
題
を
設
定
す
る
た
め
の
、
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
授
就
任
講
演―

―

﹁
二
つ
の
自

由
概
念
﹂（
�
九
�
八
年
）―

―

を
行
う
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
が
目
指
し
て
い
た
方
向
と
は
、
バ
ー
リ
ン
は
波
長

が
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
流
の
日
常
言
語
の
厳
密
な
用
法
分
析
が
行
わ

れ
て
い
た
。
バ
ー
リ
ン
自
身
も
、
か
つ
て
は
そ
う
し
た
分
析
に
従
事
し
て
い
た
が
、
彼
は
や
が
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
追
随
者
た
ち
の
﹁
精
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緻
な
分
析
（m

inute analysis

）﹂
か
ら
距
離
を
取
る
よ
う
に
な
る）
₂₆
（

。
死
後
に
出
版
さ
れ
た
書
簡
集
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
�
九
三
〇
年

代
の
初
期
に
お
い
て
さ
え
も
、
バ
ー
リ
ン
は
自
分
の
﹁
同
僚
た
ち
、
と
く
に
年
少
者
た
ち
が
惑
溺
し
て
い
る
論
争
の
無
益
さ）
₂₇
（

﹂
に
対
し
て
、

批
判
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
と
は
﹁
別
の
世
界―
―

例
え
そ
れ
が
広
大
な
世
界
で
は
な
い
と
し
て
も―

―

に
抜

け
出
す
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
著
作
者
た
ち
﹂
の
多
く
の
著
作
に
つ
い
て
、
研
究
す
る
決
心
を

し
て
い
た）
₂₈
（

。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
を
去
り
、
別
の
世
界―

―

す
な
わ
ち
思
想
史―

―

へ
と
向
か
う
決
心
を

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
バ
ー
リ
ン
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ら
と
と
も
に
、
少
人
数
の
研
究
会
を
組
織
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
Ａ
・
Ｊ
・
エ
ア
ー
（A

. J. 

A
yer

）
も
参
加
し
て
い
た
。
バ
ー
リ
ン
は
、
エ
ア
ー
の
哲
学
（
論
理
実
証
主
義
）―

―

科
学
的
偏
向
を
も
ち
、
倫
理
的
・
歴
史
的
・
政
治

的
問
題
へ
の
関
心
を
欠
く―

―

が
袋
小
路
に
入
っ
た
よ
う
に
見
え
は
じ
め
た
。
論
理
実
証
主
義
へ
の
反
動
と
し
て
、
バ
ー
リ
ン
の
研
究
手

法
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
歴
史
的
傾
向
を
深
め
た
の
で
あ
る）
₂₉
（

。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
の
哲
学
的
著
作
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
彼
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
か
ら
別
の
世
界
（
思
想
史
）
に
抜

け
出
そ
う
と
し
た
こ
と
の
理
由
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
的
著
作）
₃₀
（

に
お
い
て
、
検
証
主
義

（verificationism

）―
―

経
験
的
に
検
証
可
能
な
文
の
み
が
有
意
味
で
あ
る
と
い
う
見
解）
₃₁
（

―
―

を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
日
常

言
語
（
例
え
ば
﹁
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂―

―

メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
彼
の
同
時
代
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
に
よ
っ
て
疑
わ
し
い

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
）
の
領
域
の
自
立
性
（autonom

y

）
と
意
義
を
、
擁
護
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
同
時
代
人
た
ち
が
哲

学
す
る
方
法
に
対
す
る
、
次
第
に
高
ま
っ
て
い
く
バ
ー
リ
ン
の
不
満
の
証
拠
な
の
で
あ
る）
₃₂
（

。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、﹁
自
由
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、﹁
き
わ
め
て
穴
だ
ら
け
（porous

）
で
あ
る
か
ら
、
異
論
に
た
え
う
る
よ
う

な
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
な
い）
₃₃
（

﹂。
こ
こ
で
バ
ー
リ
ン
が
、﹁
穴
だ
ら
け
の
﹂
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
彼
は
、
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﹁
穴
だ
ら
け
の
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
の
、
日
常
言
語
の
﹁
多
孔
性
（porosity

）﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ）
₃₄
（

を

ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
ス
ポ
ン
ジ
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
は
、
そ
の
言
葉
の
核
心
的
な
意
味
を
超
え
る
内
容
を
含
み
込
ん
で

（carry w
ith

）
い
る）
₃₅
（

。
よ
っ
て
、﹁
す
べ
て
の
定
義
は
開
か
れ
た
地
平
（open horizon

）
へ
と
拡
散
す
る
の
で
あ
る）
₃₆
（

﹂。

　

本
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
当
初
は
、
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
や
が
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

の
追
随
者
た
ち
の
哲
学
（﹁
精
緻
な
分
析
﹂）
と
は
距
離
を
取
り
、
哲
学
か
ら
別
の
世
界―

―

す
な
わ
ち
思
想
史―

―

へ
と
向
か
っ
た
の
で

あ
る
。

二　

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底―

―

思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学

１　

思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学

　

本
稿
の
第
�
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
成
立
の
知
性
史
的
背
景
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
�
九
三
〇
年
代
以
降
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
の
知
性
史
的
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
バ
ー
リ
ン
が
当
初
は
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
彼
の
哲
学
の
基
本
的
主
張

を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
バ
ー
リ
ン
は
研
究
を
進
め
る
な
か
で
、
哲
学
か
ら
思
想
史
へ
と
向
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
た
。
た

だ
し
、
彼
が
離
れ
た
の
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
追
随
者
た
ち
の
哲
学
（﹁
精
緻
な
分
析
﹂）
な
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
全
般
か
ら
完
全
に
離
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る）
₃₇
（

。
以
下
で
は
、
ま
ず
は
こ
の
﹁
思

想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
説
明
を
試
み
る
。
そ
の
上
で
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と

思
想
史
研
究
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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そ
れ
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
存
す
る
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
こ
う
。
バ
ー
リ
ン
は
、

あ
る
対
談
の
な
か
で
、
彼
の
著
作
は
哲
学
の
研
究
な
の
か
、
そ
れ
と
も
歴
史
の
研
究
家
な
の
か
、
と
い
う
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
質
問
に
対
し
て
、
彼
は
哲
学
史
を
例
に
と
っ
て
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
自
ら
が
哲
学
の
研
究
者
で
な
け
れ
ば
、
彼
が
哲
学
の
問

題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
、
誰
か
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、
こ
の
よ
う
な
問
題
で
苦
し
ん
だ
の
か
、
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
た
ち
が
ど
ん
な
問
題
に
答
え
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
問
題
を
分
析
し
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
問
題
を
論
じ

よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
、
真
に
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
が
哲
学
の
問
題
を
徹
底
的
に
考
え
て
い
な
け
れ
ば
、
哲
学
と
い
う
も

の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
さ
え
も
、理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
と
は
何
で
あ
る
の
か―

―

こ
れ
自
体
が
�
つ
の
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。

そ
の
問
題
に
、
�
般
の
人
間
は
明
確
な
答
え
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る）
₃₈
（

。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
哲
学
史
を
う
ま
く
解
明
す
る
よ
う
な
本
を
書
く
た
め
に
は
、
哲
学
の
問
題
を
、
で
き
る
限
り
哲
学
者
た
ち
の
﹁
内

側
﹂
か
ら
（from

 the ‘inside’

）
見
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
の
精
神
世
界
の
な

か
へ
、
想
像
力
を
借
り
て
入
り
込
む
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
思
想
を
抱
い
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
そ
の
思
想
が
何
を
意

味
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
彼
ら
／
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
中
心
的
な
こ
と
な
の
か
に
、
入
り
込
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
真
の
思
想
史
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
関
心
は
、
哲
学
的
な
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
思
想
、
政
治

思
想
、
芸
術
思
想
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
に
か
ん
し
て
も
、
自
分
自
身
が
そ
の
よ
う
な
話
題
に
か
か
わ
っ
た
り
、
そ
の
よ

う
な
問
題
に
つ
い
て
苦
悩
し
た
り
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
意
味
の
あ
る
歴
史
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る）
₃₉
（

。

　

結
局
、
思
想
史
と
は
、
人
々
が
ど
う
考
え
ど
う
感
じ
た
の
か
を
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
の
、
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
人
々
は
実
在
の
人
々
で
あ
り
、像
（statues

）
や
特
徴
の
寄
せ
集
め
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、そ
の
思
想
を
考
え
た
人
々

の
精
神
と
世
界
観
の
な
か
へ
、
想
像
力
の
力
を
借
り
て
入
り
込
も
う
と
す
る
努
力
が
、
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、﹁
感

三
二
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情
移
入
（E

infühlung

）﹂
は
、
そ
れ
が
い
か
に
不
安
定
で
困
難
で
不
確
実
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
）
₄₀
（

。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
の
い
う
﹁
内
側
﹂
か
ら
見
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ャ
ン
バ
テ

ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
（G

iam
battista V

ico

）
と
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ル
ダ
ー
（Johann G

ottfried H
erder

）
に
か
ん
す
る

バ
ー
リ
ン
の
研
究
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
内
側
﹂
か
ら
見
る
と
い
う
研
究
手
法
を
、
ヴ
ィ
ー
コ
や

ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
学
ん
で
い
る
。
例
え
ば
バ
ー
リ
ン
は
、
想
像
力
（fa

n
ta

sia

）
に
よ
っ
て
異
質
社
会
の
心
性
に
﹁
降
り
て
い
く
（descend 

to

）﹂、
あ
る
い
は
﹁
入
り
込
む
（enter into

）﹂
こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
心
性
を
理
解
で
き
る
と
い
う
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
知
識
論
を
用
い
て
い

る
）
₄₁
（

。
あ
る
い
は
バ
ー
リ
ン
は
、
異
文
化
の
本
質
に
貫
入
浸
透
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
感
情
移
入
（E

infühlen

）﹂―
―

こ
の
語
は
ヘ
ル
ダ

ー
の
造
語
で
あ
る―

―

す
る
こ
と
を
願
い
、
ま
た
自
分
は
そ
れ
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
見
解
か
ら
も
、
学
ん
で
い
る）
₄₂
（

。

　

な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
思
想
史
研
究
は
、
�
方
で
内
在
的
な
理
解
を
重
視
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
歴
史
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
て
き
た
思
想
の

力（the pow
er of ideas

）に
つ
い
て
の
考
察
で
も
あ
っ
た
。
思
想
の
力
に
つ
い
て
、彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
百
年
も
ま
え
に
、

ド
イ
ツ
の
詩
人
ハ
イ
ネ
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
か
っ
て
観
念
︹
思
想
︺
の
力
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
警
告
を
発
し
て
い
る

―
―

平
静
な
大
学
教
授
の
書
斎
の
な
か
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
哲
学
的
概
念
が
�
文
明
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ）
₄₃
（

﹂。
バ
ー
リ
ン
に

よ
る
と
、
ハ
イ
ネ
は
、
カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
を
ド
イ
ツ
理
神
論
の
首
を
切
り
落
と
す
剣
と
し
て
語
り
、
ル
ソ
ー
の
著
作
を―

―

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
手
に
よ
っ
て―

―

旧
体
制
を
破
壊
し
た
血
染
め
の
凶
器
と
描
写
し
た
。
ハ
イ
ネ
は
さ
ら
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
お
よ
び
シ
ェ

リ
ン
グ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
信
念
が
、
狂
信
的
な
ド
イ
ツ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
自
由
主
義
的
な
西
欧
文
化
へ
の
敵
対
物
に
変
じ
、
恐
ろ
し

い
結
果
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
予
言
し
た
の
で
あ
る）
₄₄
（

。

　

こ
こ
で
、
以
上
で
検
討
し
た
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
バ
ー
リ
ン
は
、
哲
学
か
ら
思
想
史
に
向
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
哲
学
か
ら
完
全
に

三
二
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由
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離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
自
分
自
身
が
哲
学
に
つ
い
て
考
え
詰
め
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
思
想
史
の
分
野
で
、
哲
学
史
に
つ
い
て
解
明

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
哲
学
史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
哲
学
の
問
題
を
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
の
﹁
内
側
﹂
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
バ
ー
リ
ン
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヘ
ル
ダ
ー
に
倣
っ
て
、
想
像
力
や
感

情
移
入
の
能
力
を
用
い
て
、
哲
学
者
た
ち
の
内
側
に
入
り
込
も
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
哲

学
か
ら
離
れ
た
の
で
は
な
く
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

２　

バ
ー
リ
ン
自
由
論
に
お
け
る
哲
学
的
研
究

　

以
上
で
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
か
ら
思
想
史
に
向
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
哲
学
か
ら
完
全
に
離
れ
た
の
で
は
な
く
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ

哲
学
﹂
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
。
本
章
の
以
下
の
箇
所
で
は
、
ま
ず
は
本
節
で
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に

お
い
て
、
哲
学
的
研
究
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
次
節
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
、
哲
学
的
研
究

に
加
え
て
、
思
想
史
研
究
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
バ
ー
リ
ン
の

自
由
論
は
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
通
説
的
な
理
解
に
代
え
て
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
哲
学
的
研
究
と
思
想
史

研
究
の
両
者
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
互
い
を
補
完
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
も
、
リ
ッ
チ

ャ
ル
デ
ィ
の
研
究）
₄₅
（

を
参
照
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
哲
学
的
研
究
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
こ
う
。
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
、バ
ー
リ
ン
が﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂（
�
九
�
八
年
）を
執
筆
す
る
以
前
に
、哲
学
者
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル（G

ilbert 

R
yle

）
が
﹃
心
の
概
念
（T

h
e C

on
cep

t of M
in

d

）﹄（
�
九
四
九
年
）
を
、
法
哲
学
者
の
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
（H

. L
. A

. H
art

）
が
﹃
法

の
概
念（T

h
e C

on
cep

t of L
a

w

）﹄（
�
九
六
�
年
）を
出
版
し
て
い
た
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
な
の
は
、ラ
イ
ル
が
心
の﹁
概
念（concept

）﹂

三
二
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に
つ
い
て
、
ハ
ー
ト
が
法
の
﹁
概
念
（concept

）﹂
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
バ
ー
リ
ン
が
自
由
の
﹁
二
つ

0

0

の
概
念
（tw

o 

concepts

）﹂―
―

自
由
の
﹁
積
極
的
﹂
概
念
と
﹁
消
極
的
﹂
概
念―

―

に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
点
で
あ
る）
₄₆
（

。
以
下
で
は
、
バ
ー
リ
ン
に

よ
る
二
つ
の
自
由
概
念
の
区
別
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
彼
が
﹁
概
念
﹂
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　

リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
の
教
授
就
任
講
演
は
、
自
由
の
﹁
二
つ
の
概
念
﹂
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
バ
ー
リ
ン
が
﹁
概

念
﹂
に
よ
っ
て
正
確
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
彼
の
講
演
原
稿
の
テ
ク
ス
ト
分
析

を
し
て
み
て
も
、
彼
が
﹁
概
念
﹂
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
。
バ
ー
リ
ン
は
講
演
原
稿
の
な
か
で
、
い

さ
さ
か
混
乱
し
た
調
子
で
、﹁
概
念
﹂
と
は
明
ら
か
に
同
義
語
で
は
な
い
よ
う
な
、
別
の
言
葉
や
表
現
を
用
い
て
い
る
。
彼
は
例
え
ば
、﹁
政

治
的
な
言
葉
や
観
念
（political w

ords and notions

）﹂、﹁
意
味
（m

eaning

）﹂
お
よ
び
﹁
言
葉
の
意
味
（sense of the w

ord

）﹂
と

い
う
表
現
を
用
い
て
い
る）
₄₇
（

。

　

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
バ
ー
リ
ン
が
、
同
じ
言
葉
を
異
な
る
方
法
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
同
じ
言
葉
の
異
な
る
用
法
の
な
か

に
、﹁
概
念
﹂―

―

あ
る
い
は
﹁
捉
え
方
（conceptions
）﹂
お
よ
び
﹁
観
念
（notions

）﹂（
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
は

こ
れ
ら
の
用
語
を
互
換
可
能
な
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
）―

―

を
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
と
、
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
自

由
）
₄₈
（

﹂
の
場
合
は
、
同
�
の
言
葉
（﹁
自
由
﹂）
が
少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
る
概
念
を
、
す
な
わ
ち
﹁
消
極
的
﹂
な
概
念
と
﹁
積
極
的
﹂
な
概

念
を
い
い
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る）
₄₉
（

。

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
概
念
﹂
と
い
う
用
語
を
、
緩
や
か
な
意
味
で
用
い
て
い
る）
₅₀
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
と

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ギ
ー
（B

ryan M
agee

）―
―

英
国
の
テ
レ
ビ
司
会
者
・
作
家
・
政
治
家―

―

の
対
話
に
は
、
概
念
に
か
ん
す
る
�
般
的

説
明
の
手
が
か
り
が
存
在
し
て
い
る）
₅₁
（

。
す
な
わ
ち
、
マ
ギ
ー
は
概
念
を
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
の
際
に
用
い
る
﹁
構
成
単
位
（the structural 

三
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﹂
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
マ
ギ
ー
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
思
考
す
る
際
に
、﹁
構
成
単
位
﹂（
＝
概
念
）
に
加
え
て
﹁
構
成

（structures

）﹂
を
使
用
す
る
。
構
成
は
モ
デ
ル
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
と
い
う
構
成
単
位
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
﹁
機
械
﹂
と
い
う
構
成
（
＝
モ
デ
ル
）
で
捉
え
た
り
、
あ
る
い
は
﹁
有
機
体
﹂
と
い
う
構
成
（
＝
モ
デ
ル
）
で
捉
え
た
り
し
な
が
ら
、
思

考
す
る
の
で
あ
る）
₅₃
（

。

　

あ
る
い
は
バ
ー
リ
ン
は
、
概
念
を
、﹁
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
（the basic categories

）﹂
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
彼

は
、﹁
わ
れ
わ
れ
が
人
間
を
定
義
す
る
と
き
に
用
い
る
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
（corresponding

）
す
る
概
念
）﹂
と

い
う
表
現
を
用
い
た
上
で
、
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
実
例
と
し
て
、
社
会
、
自
由
、
時
間
お
よ
び
変
化
の
感
覚
、
苦
悩
、
幸
福
、
生
産
性
、

善
悪
、
正
邪
、
選
択
、
努
力
、
真
理
、
幻
想
、
等
々
の
観
念
を
あ
げ
て
い
る
（
彼
は
こ
れ
ら
を
ア
ッ
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
に
あ
げ
て
い
る
））
₅₄
（

。

３　

哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
の
交
錯

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ

れ
は
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
い
る
。
自
由
は
、
そ
う
し
た
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
�

つ
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
下
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
思
想
史
研
究
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

明
ら
か
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
補
完

し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
け
る
議
論
を
通
じ
て
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
通
説
的

な
理
解
が
、
�
面
的
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、外
界）
₅₅
（

（the external w
orld

）
の
研
究―

―

例
え
ば
、空
間
の
三
次
元
性
や
、空
間
に
お
け
る
事
物
の
充
塡
性
や
、

時
間
の
順
序
の
﹁
不
可
逆
性
﹂
な
ど
に
か
ん
す
る
研
究）
₅₆
（

―
―

に
お
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
﹁
変
わ
る
こ
と
な
く
偏
在
す
る
⋮
⋮
諸
特
徴
﹂

三
二
二
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に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
や
政
治
に
か
ん
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
変
化
し
や

す
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
化
の
し
や
す
さ
は
、
人
々
が
話
し
た
り
語
っ
た
り
す
る
仕
方
に
お
け
る
、
ゆ
っ
く
り
し
た

―
―

ほ
と
ん
ど
感
知
で
き
な
い
位
の―

―

変
化
の
結
果
と
し
て
、
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
急
進
的
で
革
命
的
な
視
座
転
換
の

結
果
と
し
て
、
生
じ
る
場
合
も
あ
る）
₅₇
（

。

　

バ
ー
リ
ン
は
、
哲
学
的
研
究
の
手
法
を
用
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
概
念
や
、
そ
れ
と
対
応
す
る
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
変
化
し
や
す
い

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
二
つ
の
自
由
概
念
を
、
思
想
史
研
究
の
手
法
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
二
つ
の
異
な
る

﹁
問
い
（questions

）﹂
と
、
そ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
﹁
答
え
（answ

ers

）﹂
か
ら
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
し
て
、
解
明
し
よ
う
と
し
て

い
る）
₅₈
（

。
こ
こ
で
、
バ
ー
リ
ン
が
二
つ
の
自
由
概
念
に
か
ん
し
て
提
示
す
る
二
つ
の
﹁
問
い
﹂
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ

う
。

　
　

 

自
由
と
い
う
言
葉
⋮
⋮
の
政
治
的
な
意
味
の
第
�
は―

―

わ
た
く
し
は
こ
れ
を
﹁
消
極
的
﹂negative

な
意
味
と
名
づ
け
る
の
だ
が

―
―

、
次
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
答
え
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
と
は
つ
ま
り
、﹁
主
体―

―

�
個
人
あ

る
い
は
個
人
の
集
団―
―

が
、
い
か
な
る
他
人
か
ら
の
干
渉
も
う
け
ず
に
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
、
自
分
の
あ
り
た
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
放
任
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
放
任
さ
れ
て
い
る
べ
き
範
囲
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
﹂。
第
二
の
意
味―

―

こ
れ

を
わ
た
く
し
は
﹁
積
極
的
﹂positive

な
意
味
と
名
づ
け
る―

―
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
、
つ
ま
り
﹁
あ
る
ひ
と
が
あ
れ
よ
り
も
こ
れ

を
す
る
こ
と
、
あ
れ
よ
り
も
こ
れ
で
あ
る
こ
と
、
を
決
定
で
き
る
統
制
な
い
し
干
渉
の
根
拠
は
な
ん
で
あ
る
か
、
ま
た
だ
れ
で
あ
る
か
﹂

と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る）
₅₉
（

。

　

三
二
二
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バ
ー
リ
ン
は
、
自
由
概
念
に
か
ん
す
る
以
上
の
﹁
疑
問
文
（interrogatives

）﹂
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
概
念
の
用
法
が
含

む
も
の
や
、
自
由
概
念
の
用
法
が
前
提
と
し
て
い
る
も
の
を
、
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
の
理
解
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の

こ
の
手
法
は
、
歴
史
哲
学
者
で
あ
る
ロ
ビ
ン
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
（R

obin G
. C

ollingw
ood

）
の
﹁
問
答
論
理
学
（logic of 

question and answ
er

）﹂
と
、
類
似
し
て
い
る）
₆₀
（

。

　

こ
う
し
た
バ
ー
リ
ン
の
、
思
想
史
的
な
研
究
手
法
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
二
つ
の
自
由
概
念―

―

自
由
の
﹁
積
極
的
﹂
概
念
と
﹁
消
極
的
﹂
概
念―

―

の
分
析
に
は
、

厳
密
さ
が
欠
け
て
い
る
と
、
多
く
の
論
者
が
批
判
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
批
判
は
、
バ
ー
リ
ン
が
、
あ
る
言
葉
の
異
な
る
用
法
の

あ
い
だ
の
論
理
的
結
び
つ
き
を
分
析
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
見
当
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
バ

ー
リ
ン
の
企
て
は
、
基
本
的
に
は
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
そ
れ
で
あ
る）
₆₁
（

。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
二
つ
の
自
由
概
念
を
、
二
つ
の
異
な
る

﹁
問
い
﹂
と
﹁
答
え
﹂
か
ら
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
し
て
、
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）
₆₂
（

―
―

そ
れ
ら
の
二
つ
の
﹁
問
い
﹂
に
対
す

る
二
つ
の
﹁
答
え
﹂
は
、
す
な
わ
ち
、
自
由
の
二
つ
の
概
念
（﹁
積
極
的
﹂
概
念
と
﹁
消
極
的
﹂
概
念
）
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
説
明
は
、

本
稿
の
注
（
５
）
で
提
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　

な
お
、
以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
自
由
の
二
つ

0

0

の
概
念
（tw

o concepts

）
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と）
₆₃
（

、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
Ｃ
・
マ
ッ
カ
ラ
ム
・
ジ
ュ
ニ
ア
（G

erald C
. 

M
acC

allum
 Jr.

）
の
理
解
で
は
、
自
由
に
は
�
つ

0

0

の
概
念
し
か
（just one concept

）
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
由
に
つ
い
て
の

す
べ
て
の
言
明
は
、
そ
れ
ら
を
分
析
し
て
み
る
と
、
以
下
の
公
式
（form

ula
）
に
還
元
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
の
概
念

は
﹁
Ｘ
は
、Ｚ
を
し
た
り
、あ
る
い
は
Ｚ
に
な
る
た
め
に
、Ａ
か
ら
自
由
で
あ
る
﹂
と
い
う
三
つ
の
関
係―

―

い
わ
ゆ
る
三
項
関
係
（triadic 

relation

）―
―

を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
定
式
で
あ
る）
₆₄
（

。

三
二
二
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リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と
、
マ
ッ
カ
ラ
ム
の
定
式
は
、
そ
の
明
確
性
と
有
用
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
の
諸
概
念
の
意
味
の
﹁
複
数

の
陰
影
（shades

）﹂
を
捉
え
る
こ
と
に
は
失
敗
し
て
い
る
。
と
く
に
、
バ
ー
リ
ン
が
解
明
し
よ
う
と
し
た
二
つ
の
自
由
概
念
の
あ
い
だ
の

対
照
（the opposition

）
を
、
全
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
は
こ
こ
で
、
マ
ッ
カ
ラ
ム
の
自
由
の
定
式
に
、

反
対
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
定
式
が
必
用
な
場
面
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ッ
チ

ャ
ル
デ
ィ
の
理
解
で
は
、
そ
の
定
式
は
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
自
由
の
諸
概
念
（the historical concepts of liberty

）
に
か
ん
す
る
、

意
味
の
異
な
る
陰
影
の
あ
い
だ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
伝
え
る
こ
と
に
は
、
失
敗
し
て
い
る
。
も
し
も
バ
ー
リ
ン
の
目
的
が
、
そ
れ
ら
の
複
数

の
陰
影
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
マ
ッ
カ
ラ
ム
の
批
判
を
正
当
に
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
バ
ー
リ
ン
と
マ
ッ

カ
ラ
ム
は
、
異
な
る
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
で
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る）
₆₅
（

。

　

と
も
あ
れ
、
前
節
（
本
章
の
２
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
的
研
究
の
手
法
を
用
い
て
、
概
念
を
、
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
を
定
義
す
る
際
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え

ば
、
社
会
や
自
由
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る）
₆₆
（

。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
発
見
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
考
え

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
必
要
は
な
い）
₆₇
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
基
礎
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
、
帰
納
法
や
仮
説
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
人
を
人
間
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
そ
の
事
実
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
（ip
so fa

cto

）、
そ
れ
ら
の
概
念
が
働
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）
₆₈
（

。

　

バ
ー
リ
ン
は
以
上
の
よ
う
に
、
哲
学
的
研
究

0

0

0

0

0

の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
の
諸
概
念
が
、
帰
納
法
や
仮
説
に
よ
っ
て
理
解
で

き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
本
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
流
の
思
想
史
研
究

0

0

0

0

0

の
手
法

（
問
答
論
理
学
）
を
用
い
て
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
自
由
の
諸
概
念
に
か
ん
す
る
、
意
味
の
異
な
る
複
数
の
陰
影
の
あ
い
だ
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
伝
え
よ
う
と
、
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
の
理
解
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
い
う
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ

三
二
二
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ー―
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お
よ
び
、
そ
れ
と
対
応
す
る
概
念―

―

は
、﹁
歴
史
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
単
位
（the historical building-blocks

）﹂
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
複
数
の
モ
デ
ル
や
複
数
の
範
型
が
生
み
出
さ
れ
る
。
結
局
、
バ
ー
リ
ン
が
検
討
し
て
い
る
自
由
に
か
ん
す
る
二
つ
の
概
念
は
、
自

由―
―

歴
史
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
�
つ
と
し
て
の
自
由―

―

に
か
ん
す
る
、
複
数
の
解
釈
（interpretations

）

な
の
で
あ
る）
₆₉
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
的
研
究
が
交
錯
し
、
そ
の
両
者
が
補

完
し
あ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
は
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

三　

哲
学
と
思
想
史
を
結
び
つ
け
る
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢

１　

バ
ー
リ
ン
の
﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂

　

本
稿
の
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者

が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。
本
章
は
、
彼
の
自
由
論
に
お
け
る
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
は
、
彼
が
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂

な
道
徳
的
姿
勢
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
カ

ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ

ン
は
初
期
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由

観
と
﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
章
で
は
、
以
下
の
分
析
を
行
う
に
際
し
て
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
の

研
究）
₇₀
（

を
参
照
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
本
節
に
お
い
て
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
チ
ェ
ル
ニ
ス
に
よ
る
と
、

三
二
二
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バ
ー
リ
ン
は
﹁
政
治
思
想
は
ま
だ
存
在
す
る
か
（D

oes P
olitical T

heory Still E
xist?

））
₇₁
（

﹂（
初
版
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
�
九
六
�
年
、
英

語
版
は
�
九
六
二
年
）
と
い
う
論
文
を
、
友
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
（G

eorge K
ennan

）
に
献
呈
し
た
。
ケ

ナ
ン
か
ら
の
礼
状
を
受
け
取
っ
た
バ
ー
リ
ン
は
、
ケ
ナ
ン
に
書
簡
を
返
送
し
て
い
る）
₇₂
（

。
そ
の
書
簡
か
ら
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
バ
ー
リ
ン
へ
の

影
響
を
知
る
こ
と
が
で
き
る―

―

た
だ
し
、
バ
ー
リ
ン
は
や
が
て
、
価
値
多
元
論
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
バ

ー
リ
ン
へ
の
影
響
は
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う）
₇₃
（

。

　

バ
ー
リ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
合
理
主
義
的
な
道
徳
理
論
の
支
持
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
カ
ン
ト
か
ら
、
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
考
え
方
を

学
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
か
ら
、
人
間
を
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
ず
、
人
間
は
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の

で
あ
る
と
い
う
人
間
観
を
、
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
か
ら
、
価
値
論
の
重
要
な
側
面
を
受
け
継
い
で
い

る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
か
ら
、
個
人
が
目
的
で
あ
る
の
は
、
個
人
が
﹁
道
徳
的
価
値
の
唯
�
の
作
者
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
、
と

い
う
見
解
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る）
₇₄
（

。

　

続
い
て
、
バ
ー
リ
ン
の
道
徳
的
個
人
主
義
に
平
等
主
義
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、
確
認
し
て
い
こ
う
。
バ
ー
リ
ン
は
、
個
人
の
独
自
性
や

個
々
人
の
あ
い
だ
の
差
異
に
は
価
値
が
あ
る
と
い
う
、
道
徳
的
個
人
主
義
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
そ
れ
と
同
時
に
、
道
徳
原

理
と
し
て
の
平
等
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
道
徳
的
個
人
主
義
は
、
基
本
的
に
は
平
等
主
義
的
で
あ
り
、
以

下
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
す
べ
て
の
人
は
、
原
則
と
し
て
、
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
な
問
い
に
対
し
て
答
え
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
し
、
そ
の
答
え
は
、
他
者
が
出
し
た
答
え
と
同
程
度
に
尊
重
に
値
す
る）
₇₅
（

﹂
の
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、

自
由
を
平
等
よ
り
も
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
平
等
の
意
義
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
に
は
平
等
が
自
由
に
優
位
す
べ
き
だ

と
す
る
。
さ
ら
に
、
バ
ー
リ
ン
は
自
由
そ
の
も
の
が
平
等
主
義
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
自
由
は
、
そ
の
﹁
正
当
﹂
な
理
念
な
い
し

特
性
（the ‘right’ ideas or attributes

）
を
有
し
て
い
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
全
員
の
も
の
な
の
で
あ
る）
₇₆
（

。
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結
局
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
か
ら
人
間
の
尊
厳
の
理
念
を
継
承
し
、
カ
ン
ト
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
自
身
の

価
値
論
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
バ
ー
リ
ン
の
道
徳
的
個
人
主
義
に
は
平
等
主
義
的
側
面
が
存
す
る
。
チ
ェ
ル
ニ
ス
は
、
以
上
を
踏
ま

え
て
、
バ
ー
リ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（hum

anist liberalism

））
₇₇
（

﹂
と
呼
ん
で
い
る
。

２　
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
人
間
観

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。

本
節
で
は
、
バ
ー
リ
ン
が
初
期
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
人

間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
を
対
比
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
の

初
期
の
思
想
史
研
究
と
は
、彼
が
ア
メ
リ
カ
で
行
っ
た
講
演
（
�
九
�
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る―

―

こ
の
講
演
は
、バ
ー
リ
ン
の
死
後
に
﹃
ロ

マ
ン
主
義
時
代
の
政
治
思
想
（P

olitica
l Id

ea
s in

 th
e R

om
a

n
tic A

ge

））
₇₈
（

﹄（
二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
の
捉
え
方
は
、
個
人
を
、
大
き
な
力
の
構
成
要
素
と
み
な
す
。
個
人
は
、
各
自
の
性

格
な
い
し
（
経
験
的
）
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、﹁
歴
史
な
い
し
そ
の
他
の
抽
象
的
な
独
裁
者
が
下
す
不
変
の
機
能
﹂
に
よ
っ
て
、
定
義

さ
れ
る
。
非
人
間
主
義
的
な
見
解
に
お
け
る
自
由
は
、﹁
集
合
的
な
自
己
犠
牲
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
救
世
主
的
ミ
ッ
シ
ョ
ン
﹂
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
反
経
験
主
義
的
で
、
反
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
に
、
よ
り
大
き
な
力
な
い
し
集
合
体―

―

歴
史
、

階
級
、
人
種
、
あ
る
い
は
審
美
的
理
想―

―

の
要
請
に
従
う
よ
う
に
、
命
じ
る
の
で
あ
る）
₇₉
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
見
解
が
存
在
す
る
。
こ
の
見
解
は
、人
間
を
﹁
時
空
の
な
か
の
経
験
的
存
在
﹂
と
捉
え
る
。
人
間
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
、﹁
自
分
が
追
求
し
た
い
と
思
う
目
的
を
追
求
し
て
お
り
、
自
分
が
そ
う
な
り
た
い
と
希
望
す
る
も
の
に
な
る
た
め
に
、

他
者
に
よ
る
介
入
か
ら
保
護
さ
れ
た
�
定
の
領
域
を
必
要
と
し
て
い
る）
₈₀
（

﹂。
バ
ー
リ
ン
の
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
姿
勢
は
、
人
間
の
主
体
性

三
二
二
八
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（hum
an agents

）
に
つ
い
て
の
経
験
的
な
捉
え
方
と
、
以
下
の
カ
ン
ト
的
主
張
と
の
結
合
に
、
依
存
し
て
い
る―

―

バ
ー
リ
ン
が
念
頭
に

置
く
カ
ン
ト
的
主
張
と
は
、
人
間
は
﹁
す
べ
て
の
道
徳
の
唯
�
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
︹
人
間
の
︺
目
的
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
追

求
す
る
に
価
す
る
よ
う
な
存
在
（beings

）﹂
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
を
人
間
以
外
の
存
在
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
原
理
的

に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
望
み
と
理
想
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
の
こ
と
で
あ
る）
₈₁
（

。

　

な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
姿
勢
に
よ
れ
ば
、
自
由
は
、
と
く
に
思
想
の
自
由
は
、﹁
自
然
権
﹂
で
あ
り
、﹁
人
間
の
基
礎
的

な
利
益
、
ニ
ー
ド
、
切
望
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
良
の
社
会
と
は
、﹁
最
大
多
数
の
個
人
が
最
大
多
数
の
目
的
を
可
能
な
限
り
自
由
に
追

求
す
る
の
を
許
容
さ
れ
て
い
る
﹂
社
会
の
こ
と
で
あ
る）
₈₂
（

。
よ
っ
て
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
の
理
解
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
姿
勢
は
、

﹁
積
極
的
﹂
な
自
由
概
念
に
と
っ
て
妥
当
（valid

）
な
も
の
と
、﹁
消
極
的
﹂
な
自
由
概
念
に
お
い
て
最
良
の
も
の
と
を
結
合
し
、
そ
の
両

者
を
、
人
間
性
の
必
要
不
可
欠
な
特
徴
な
い
し
条
件
と
し
て
の
﹁
基
本
的
﹂
自
由
（‘basic’ freedom

）
と
い
う
見
解
に
、
基
礎
づ
け
る
の

で
あ
る）
₈₃
（

。
な
お
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
は
、
バ
ー
リ
ン
の
い
う
﹁
基
本
的
﹂
自
由
を
、
自
分
自
身
で
選
択
を
な
す
能
力
と
し
て
の
﹁
必
要
不
可
欠
﹂

な
い
し
﹁
基
本
的
﹂
な
自
由
概
念
と
し
て
、
説
明
し
て
い
る）
₈₄
（

。

　

以
上
で
、
バ
ー
リ
ン
が
提
示
し
た
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
の
対
比
つ
い
て
、
概
観
す
る
作
業
を

行
っ
た
。
結
局
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
政
治
思
想
を
規
定
し
、
彼
の
人
生
を
通
じ
て
彼
の
研
究
に
示
唆
を
与

え
導
い
た
の
は
、
こ
の
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
（‘hum

anist’ m
oral position

）
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る）
₈₅
（

。

　

本
章
の
目
的
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
け
る
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
は
、
彼
が
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳

的
姿
勢
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
節
（
第
三
章
の
１
）
で
確
認
し
た

よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
節
（
第

三
章
の
２
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
初
期
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢

三
二
二
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を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
彼
の
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
軸
と
し
て
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
、
そ
の

両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
は
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

　

本
稿
の
目
的
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
は
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学）
₈₆
（

﹂
が
存
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
彼
の
自
由
論

に
お
い
て
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、

バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
通
説
的
な
理
解
に
代
え
て
、
彼
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究

と
思
想
史
的
研
究
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
第
�
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
自
由
論
成
立
の
知
性
史
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
の
哲
学
的
研
究
に
お
け
る
基
本
的
主
張
を
整
理
し
た
上
で
、
彼
が
や
が
て
、
哲
学
か
ら
離
れ
て
思
想
史

に
向
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
は
哲
学
か
ら
完
全
に
離
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、﹁
思
想
史
を
基
礎
に
も
つ
哲
学
﹂

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
て
お

り
、
そ
の
両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
。
第
三
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
け
る
哲
学
的
研
究
と
思
想

史
研
究
は
、
彼
が
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
。
す

な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、﹁
人
間
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
初
期

の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
と
﹁
非

三
二
三
〇



（　
　
　
　

）

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

二
三

人
間
主
義
的
﹂
な
自
由
観
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
彼
の
﹁
人
間

主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
軸
と
し
て
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
、
そ
の
両
者
が
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー

リ
ン
の
自
由
論
の
基
底
に
は
、﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
の
通
説
的
な
理
解
（
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
哲
学
的
・

概
念
的
な
理
論
で
あ
る
）
が
、
彼
の
自
由
論
の
理
解
と
し
て
は
�
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
例
え
ば
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
、
自
由
に
か
ん
す
る
哲
学
的
・
概
念
的
な
理
論
で
あ
り
、
自

由
に
か
ん
す
る
実
践
を
そ
の
上
方
な
い
し
外
側
か
ら
見
下
ろ
す
ア
ル
キ
メ
デ
ス
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
第
�
章
お
よ
び
第

二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
互
い

を
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
ら
の
通
説
的
な
理
解
は
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
に
お
け
る
﹁
思
想
史
に
基
礎
を
も
つ
哲
学
﹂
の
役

割
を
見
落
と
し
て
い
る
た
め
に
、
�
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
は
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
政
治
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
も
、
目
的
と
し
て
い
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
バ
ー
リ
ン
の
場
合
は
、
彼
の
政
治
哲
学
の
な
か
で
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
相

ま
っ
て
、
彼
の
自
由
論
を
構
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
第
三
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲

学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
が
、
彼
が
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
学
ん
だ
﹁
人
間
主
義
的
﹂
な
道
徳
的
姿
勢
を
軸
に
し
て
、
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ

る―
―

な
お
、
本
稿
の
第
三
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
や
が
て
価
値
多
元
論
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
カ
ン
ト
倫
理

学
の
バ
ー
リ
ン
へ
の
影
響
は
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う）
₈₇
（

。

　

本
稿
の
冒
頭
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
哲
学
的
研
究
と
思
想
史
研
究
は
政
治
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題

は
、
バ
ー
リ
ン
研
究
を
超
え
て
、
政
治
哲
学
の
あ
り
方
に
も
踏
み
込
む
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
本
稿
に

三
二
三
�
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バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

お
い
て
は
予
備
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
、
バ
ー
リ
ン
を
起
点
と
し
つ
つ
、
彼
以
外
の
論
者）
₈₈
（

に
も
射
程
を
広
げ
て
、
哲
学
的
研
究
と
思

想
史
研
究
が
政
治
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）　

バ
ー
リ
ン
は
旧
ロ
シ
ア
帝
国
領
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
出
身
の
、
英
国
で
活
躍
し
た
思
想
史
家
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
に
か
ん
す
る
�
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
研
究
と
し
て
は
、
例
え

ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。C

f. John G
ray, Isa

ia
h

 B
erlin

 

（L
ondon: H

arperC
ollins, 1995; retitled as B

erlin
 for paperback edition by L

ondon: F
ontana 

P
ress, 1995

）. 
河
合
秀
和
訳﹃
バ
ー
リ
ン
の
政
治
哲
学
入
門
﹄（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
九
年
）; G

eorge C
row

der, Isa
ia

h
 B

erlin
: L

iberty a
n

d
 P

lu
ra

lism
 （C

am
bridge: 

P
olity P

ress, 2004
）; B

eata P
olanow

ska-Sygulska, ‘O
ne M

ore V
oice on B

erlin’s D
octrine of L

iberty’, ‘Tw
o V

isions of L
iberty: B

erlin and H
ayek’, ‘T

he 

Tw
iligh

t of “L
iberty” as an

 A
bstract Id

eal?’, ‘P
lu

ralism
 an

d
 T

raged
y’, an

d
 ‘V

alu
e-P

lu
ralism

 an
d

 L
iberalism

: C
on

n
ection

 or E
xclu

sion
?’, in

 Isaiah 

B
erlin and B

eata P
olanow

ska-Sygulska, U
n

fi
n

ish
ed

 D
ia

logu
e （A

m
herst, N

ew
 York: P

rom
etheus B

ooks, 2006

）. 

邦
語
文
献
と
し
て
、
拙
著
﹃
バ
ー
リ
ン
の

自
由
論―

―

多
元
論
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
上
森
亮
﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン―

―

多
元
主
義
の
政
治
哲
学
﹄（
春
秋
社
、
二
〇
�
〇
年
）

を
参
照
。

（
２
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

: A
 L

ife （L
ondon: C

hatto &
 W

indus, 1998

）, p. 88. 

石
塚
雅
彦
・
藤
田
雄
二
訳
﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
﹄（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）
九
�
頁
。

（
３
）　

こ
の
教
授
就
任
講
演
は
、
当
初
は
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
参
照
に
際
し
て
以
下
の
文
献
を
用
い
る
。

C
f. Isaiah B

erlin, ‘Tw
o C

oncepts of L
iberty’, in Isaiah B

erlin, L
iberty

: In
corp

ora
tin

g F
our E

ssays on L
iberty, edited by H

enry H
ardy 

（O
xford: 

O
xford U

niversity P
ress, 2002

）. 

生
松
敬
三
訳
﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂
小
川
晃
�
・
小
池
銈
・
福
田
歓
�
・
生
松
敬
三
共
訳
﹃
自
由
論
﹄（
み
す
ず
書
房
、
�
九
�
�
年
、

新
装
版
、
�
九
�
九
年
）。

（
４
）　

数
多
く
の
反
響
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
を
あ
げ
て
お
く
。C

f. G
erald C

. M
acC

allum
 Jr., ‘N

egative and P
ositive F

reedom
’, in P

h
ilosop

h
ica

l R
eview

, 

vol. 6, no. 3 （1967

）; C
. B

. M
acpherson, D

em
ocra

tic T
h

eory: E
ssa

ys in
 R

etrieva
l （O

xford: O
xford U

niversity P
ress, 1973

）. 

西
尾
敬
義
・
藤
本
博
訳
、

田
口
富
久
治
監
修
﹃
民
主
主
義
理
論
﹄（
青
木
書
店
、
�
九
八
�
年
）; C

harles T
aylor, ‘W

hat’s W
rong w

ith N
egative L

iberty’, in A
lan R

yan （ed.

）, T
h

e Id
ea

 of 

F
reed

om
: E

ssa
ys in

 H
on

ou
r of Isa

ia
h

 B
erlin

 （O
xford, et al.: O

xford U
niversity P

ress, 1979

）. 

こ
れ
ら
の
文
献
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注
（
１
）

﹃
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
﹄
の
第
�
章
の
二
を
参
照
。
さ
ら
に
、
井
上
達
夫
﹃
自
由
論
（
双
書
哲
学
塾
）﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
日
も
参
照
さ
れ
た
い
。

三
二
三
二
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（
５
）　

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
本
稿
の
議
論
を
進
め
る
前
提
作
業
と
し
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
二
つ
の
自
由
概
念
の
分
析
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
二
つ
の
自
由
概
念
と
は
、

積
極
的
自
由
の
概
念
と
消
極
的
自
由
の
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
、﹁
～
へ
の
自
由
（freedom

 to

）﹂
と
﹁
～
か
ら
の
自
由
（freedom

 

from

）﹂
と
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
。C

f. Isaiah B
erlin, ‘Tw

o C
oncepts of L

iberty’, su
p

ra
 note 3, p. 178. 

邦
訳
、
三
�
�
頁
。（
な
お
、
バ
ー
リ
ン
はfreedom

と

liberty
を
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。C

f. ibid., p. 169. 

邦
訳
、
三
〇
三
頁
。）
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
積
極
的
自
由
の
概
念
は
、﹁
あ
る
ひ
と
が
あ
れ
よ
り
も
こ
れ
を
す
る

こ
と
、
あ
れ
よ
り
も
こ
れ
で
あ
る
こ
と
、
を
決
定
で
き
る
統
制
な
い
し
干
渉
の
根
拠
は
な
ん
で
あ
る
か
、
ま
た
だ
れ
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。C

f. 

ibid., p. 169. 
邦
訳
、
三
〇
四
頁
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
積
極
的
な
自
己
支
配
（self-m

astery

）
な
い
し
自
己
実
現
（self-realisation

）
と
い
う
観
念
で
あ
る
。

結
局
、
積
極
的
自
由
の
概
念
と
は
、
何
ら
か
の
﹁
真
﹂
の
目
的
に
従
っ
て
、
自
己
支
配
な
い
し
自
己
実
現
を
行
う
自
由
な
の
で
あ
る
。C

f. ibid., pp. 179-180. 

邦
訳
、
三
二

〇―

三
二
三
頁
。
以
上
の
よ
う
な
、
目
的
論
的
な
積
極
的
自
由
に
対
し
て
、
バ
ー
リ
ン
は
非
目
的
論
的
で
開
か
れ
た
自
由
の
概
念
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
消
極
的
自
由
の
概

念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
自
由
に
か
ん
す
る
第
二
の
問
い
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
主
体―

―

�
個
人
あ
る
い
は
個
人
の
集
団―

―

が
、
い
か
な
る
他
人
か

ら
の
干
渉
も
う
け
ず
に
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
、
自
分
の
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
放
任
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
放
任
さ
れ
て
い
る
べ
き
範
囲
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
問
い
で
あ
る
。C

f. ibid., p. 169. 

邦
訳
、
三
〇
三―

三
〇
四
頁
。
先
述
の
積
極
的
自
由
の
概
念
に
か
ん
す
る
第
�
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
統
制
の
起

源
に
関
係
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
消
極
的
自
由
の
概
念
に
か
ん
す
る
第
二
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
統
制
の
範
囲
に
関
係
す
る
。C

f. ibid., p. 176. 

邦
訳
、
三
�
六
頁
。
消
極

的
自
由
の
概
念
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
な
す
選
択
を
他
人
か
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
積
極
的
自
由
の
概
念
は
、

﹁
私
は
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
明
が
含
意
す
る
自
己
支
配
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
基
づ
い
て
、
人
々
の
﹁
真
﹂
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
人
々
を
嚇
し
、

抑
圧
し
、
拷
問
に
か
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。C

f. ibid., pp. 179-180. 

邦
訳
、
三
二
〇―

三
二
二
頁
。
対
す
る
消
極
的
自
由
の
概
念
は
、
そ
う
し
た
目
的
の
実
現
を
追
求

し
な
い
。
重
要
な
の
は
、
自
由
を
駆
使
す
る
目
的
な
い
し
条
件
と
は
区
別
さ
れ
た
、
自
由
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。C

f. Isaiah B
erlin, ‘Introduction’, in Isaiah B

erlin, 

L
iberty, su

p
ra

 note 3, pp. 45-47. 

小
川
晃
�
・
小
池
銈
訳
﹁
序
論
﹂
小
川
晃
�
ほ
か
共
訳
・
前
掲
注
（
３
）﹃
自
由
論
﹄
八
�―

八
三
頁
。

（
６
）　C

f. R
onald D

w
orkin, Ju

stice in
 R

obes （C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity P

ress, 2006

）, pp. 141-142. 

宇
佐
美
誠
訳
﹃
裁
判
の
正
義
﹄（
木
鐸
社
、
二

〇
〇
九
年
）
�
八
〇―

�
八
�
頁
。

（
７
）　C

f. ibid., pp. 143, 145-147. 

邦
訳
、�
八
二
、�
八
�―

�
八
�
頁
。
な
お
、ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
主
義
批
判
に
つ
い
て
は
、宇
佐
美
誠
・
濱
真
�
郎
編
著
﹃
ド

ゥ
オ
ー
キ
ン―

―

法
哲
学
と
政
治
哲
学
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
�
�
年
）
所
収
の
、
宇
佐
美
誠
﹁
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
法
哲
学
と
政
治
哲
学
﹂
の
第
７
節
、
拙
稿
﹁
法
哲
学
・
政

治
哲
学
に
お
け
る
記
述
と
実
践
﹂
お
よ
び
髙
橋
秀
治
﹁
メ
タ
倫
理
学
は
ど
の
よ
う
に
規
範
倫
理
学
な
の
か
？―

―

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
主
義
批
判
と
そ
の
射
程
﹂

を
参
照
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
バ
ー
リ
ン
批
判
に
つ
い
て
は
、
上
森
亮
・
前
掲
注
（
１
）﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
﹄
第
�
四
章
を
参
照
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
近
著
で
も
、
バ

三
二
三
三



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

二
六

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

ー
リ
ン
批
判
を
行
っ
て
い
る
。C

f. R
onald D

w
orkin, Ju

stice for H
ed

geh
ogs （C

am
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity P
ress, 2011

）.
（
８
）　

拙
稿
﹁
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
自
由
概
念
の
分
析
に
か
ん
す
る
�
考
察―

―

ベ
ア
タ
・
ポ
ラ
ノ
フ
ス
カ
＝
シ
グ
ル
ス
カ
の
議
論
を
素
材
と
し
て
﹂
同
志
社
法
学
六

三
巻
三
号
（
二
〇
�
�
年
）
を
参
照
。

（
９
）　C

f. B
eata P

olanow
ska-Sygulska, ‘O

ne M
ore V

oice on B
erlin’s D

octrine of L
iberty’, su

p
ra

 note 1, p. 236.

（
10
）　C

f. B
eata P

olanow
ska-Sygulska, ‘Tw

o V
isions of L

iberty’, su
p

ra
 note 1, pp. 241-242. 

ポ
ラ
ノ
フ
ス
カ
＝
シ
グ
ル
ス
カ
に
よ
る
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
概
念
の
分

析
に
か
ん
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
８
）﹁
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
自
由
概
念
の
分
析
に
か
ん
す
る
�
考
察
﹂
を
参
照
。

（
11
）　C

f. Isaiah B
erlin and B

eata P
olanow

ska-Sygulska, U
n

fi
n

ish
ed

 D
ia

logu
e, su

p
ra

 note 1, pp. 154-155.

（
12
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, p. 88. 

邦
訳
、
九
�
頁
。

（
13
）　

バ
ー
リ
ン
は
、
�
九
三
二
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
哲
学
の
チ
ュ
ー
タ
ー
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
数
週
間
後
に
オ
ー
ル
・
ソ
ウ
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ

の
フ
ェ
ロ
ー
に
選
出
さ
れ
る
。
�
九
三
八
年
に
は
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
で
哲
学
を
教
え
る
フ
ェ
ロ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
�
九
�
�
年
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
社
会
・
政
治
理
論
の
チ
チ
ェ
リ
講
座
の
教
授
に
就
任
し
、
政
治
思
想
史
の
研
究
・
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。C

f. ibid., pp. 59-62, 224-225. 

邦
訳
、
六
�―

六
九
、

二
四
三―

二
四
�
頁
。

（
14
）　

哲
学
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
代
表
的
な
論
文
は
、
以
下
の
論
文
集
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。C

f. Isaiah B
erlin, C

on
cep

ts a
n

d
 C

a
tegories: P

h
ilosop

h
ica

l E
ssa

ys, 

edited by H
enry H

ardy

（L
ondon: H

ogarth P
ress, 1978

）.

（
15
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘J. L

. A
ustin and the E

arly B
eginnings of O

xford P
hilosophy’, in Isaiah B

erlin, P
erson

a
l Im

p
ression

s, enlarged edition, edited 

by H
enry H

ardy （L
ondon: P

im
lico, 1998; P

rinceton, N
ew

 Jersey: P
rinceton U

niversity P
ress, 1998

）. 

河
合
秀
和
訳
﹁
Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
初
期
の
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
﹂、
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
著
、
福
田
歓
�
・
河
合
秀
和
編
訳
﹃
時
代
と
回
想
（
バ
ー
リ
ン
選
集
２
）﹄（
岩
波
書
店
、
�
九
八
三
年
）。

（
16
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, p. 88. 

邦
訳
、
九
�
頁
。

（
17
）　C

f. Joshua C
herniss and H

enry H
ardy, ‘Isaiah B

erlin’ 

（2010

）, ︿http://w
w

w
.science.uva.nl/ ~

seop/archives/sum
2010/entries/berlin/

﹀ in S
ta

n
ford

 

E
n

cyclop
ed

ia
 of P

h
ilosop

h
y 

（accessed on 14 January, 2013

）. 

バ
ー
リ
ン
の
哲
学
に
か
ん
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
森
達
也
﹁
バ
ー
リ
ン
政
治
思
想
に
お
け
る

哲
学
的
構
想―

―

﹃
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
﹄
期
を
中
心
に
し
て
﹂
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
六
六
号
（
二
〇
〇
�
年
）、
上
森
亮
・
前
掲
注
（
１
）﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ

ン
﹄
第
�
章
を
参
照
。

（
18
）　C

f. Joshua C
herniss and H

enry H
ardy, ‘Isaiah B

erlin’, su
p

ra
 note 17, section 2.1.

三
二
三
四



（　
　
　
　

）

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

二
�

（
19
）　C

f. ibid., section 2.2. 

バ
ー
リ
ン
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
以
下
で
論
じ
て
い
る
。C

f. Isaiah B
erlin, ‘L

ogical T
ranslation’, in Isaiah B

erlin, 

C
on

cep
ts a

n
d

 C
a

tegories, su
p

ra
 note 14, pp. 64-69. 

な
お
、バ
ー
リ
ン
自
身
は
同
箇
所
で
、﹁
膨
張
的
方
法
（inflationary m

ethod

）﹂﹁
膨
張
的
手
段
（inflationary 

route

）﹂
や
﹁
収
縮
的
方
法
（deflationary m

ethod

）﹂﹁
収
縮
的
綱
領
（deflationary program

m
e

）﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
の
議
論
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
上
森
亮
・
前
掲
注
（
１
）﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
﹄
四
三―

�
九
頁
お
よ
び
森
達
也
・
前
掲
注
（
17
）﹁
バ
ー
リ
ン
政
治
思
想
に
お
け
る
哲
学
的
構
想
﹂
�
六
四

―

�
六
�
頁
を
参
照
。

（
20
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘L

ogical T
ranslation’, su

p
ra

 note 19, p. 68.

（
21
）　

バ
ー
リ
ン
は
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
共
通
す
る
誤
謬
と
し
て
、
言
語
の
対
応
理
論
、
イ
オ
ニ
ア
派
の
誤
謬
、
お
よ
び
安
全
性
の
追
求
を
あ
げ
て
い
る
。C

f. ibid., pp. 

74-79.

（
22
）　C

f. Joshua C
herniss and H

enry H
ardy, ‘Isaiah B

erlin’, su
p

ra
 note 17, section 2. 2. 

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、﹁
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
理
論
に
お
い
て
は
な
に

が
し
か
の
リ
ス
ク
を
冒
す
こ
と
な
く
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
的
に
安
全
で
あ
る
た
め
の
唯
�
の
方
法
は
絶
対
に
何
も
言
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
﹂。C

f. Isaiah B
erlin, 

‘L
ogical T

ranslation ’, su
p

ra
 note 19, p. 78. 

こ
こ
で
の
訳
文
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
著
、
石
塚
雅
彦
・
藤
田
雄
二
訳
・
前
掲
注
（
２
）﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ

ー
リ
ン
﹄
九
�
頁
の
も
の
を
用
い
た
。

（
23
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘T

he C
oncept of Scientific H

istory’, in Isaiah B
erlin, C

on
cep

ts a
n

d
 C

a
tegories, su

p
ra

 note 14, pp. 114-115. 

内
山
秀
夫
訳
﹁
歴
史
と

理
論―

―

科
学
的
歴
史
の
概
念
﹂
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
、
内
山
秀
夫
編
訳
﹃
歴
史
に
お
け
る
科
学
と
は
何
か
﹄（
三

�
書
房
、
�
九
�
八
年
）
三
�―

三
二
頁
。
た
だ
し
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
の
理
解
で
は
、
バ
ー
リ
ン
は
（
彼
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
く
）、﹁﹃
自
分
の
根

無
し
性
を
、あ
ら
ゆ
る
世
界
の
外
側
に
あ
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
、す
な
わ
ち
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
の
世
界
を
測
量
す
る
優
位
性
に
転
換
す
る
﹄
ユ
ダ
ヤ
人
の
�
人
だ
っ
た
。
彼
は
、

自
分
自
身
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
の
を
疑
う
能
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
他
者
の
も
つ
中
核
的
価
値
も
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ

る
�
人
の
人
間
が
価
値
を
認
め
る
も
の
を
ほ
か
の
人
間
は
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
と
帰
属
と
い
う
基
本
的
な
価
値
は
互
い
に
衝
突
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
核
心
的
な
結
論

は
、
自
分
自
身
の
ユ
ダ
ヤ
性
と
の
関
わ
り
の
な
か
か
ら
苦
労
し
て
生
み
出
し
た
も
の
だ
っ
た
﹂。M

ichael Ignatieff, Isa
ia

h
 B

erlin
, su

p
ra

 note 2, p. 184. 

邦
訳
、
二
〇

�
頁
。

（
24
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, in G
eorge C

row
der and H

enry H
ardy （eds.

）, T
h

e O
n

e a
n

d
 T

h
e M

a
n

y: R
ea

d
in

g Isa
ia

h
 B

erlin
 （A

m
herst, 

N
ew

 York: P
rom

etheus B
ooks, 2007

）.

（
25
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘J. L

. A
ustin and the E

arly B
eginnings of O

xford P
hilosophy’, su

p
ra

 note 15.

三
二
三
�



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
八
号�

二
八

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

（
26
）　

バ
ー
リ
ン
は
、
政
治
を
理
解
す
る
際
に
お
け
る
、
言
葉
と
そ
の
意
味
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
が
、
概
念
分
析
へ
の
適
切
な
出
発
点
に
つ
い
て
の
彼
の
同
時
代
人
の
ほ
と
ん

ど
の
選
択
的
な
態
度
に
は
、
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
当
時
（
�
九
�
〇
年
代
）
の
﹁
最
上
の
哲
学
者
た
ち
は
、
よ
り
抽
象
的
な
領
域
で
の
す
ば
ら
し
い
成
果

に
陶
酔
し
て
、
根
本
的
な
発
見
が
で
き
に
く
そ
う
な
、
そ
し
て
精
細
な
分
析
（m

inute analysis

）
の
能
力
が
あ
ま
り
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
さ
そ
う
な
分
野
を
、
軽
蔑
の
念
を

も
っ
て
見
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
。C

f. Isaiah B
erlin, ‘Tw

o C
oncepts of L

iberty’, su
p

ra
 note 3, p. 167. 

邦
訳
、
二
九
九
頁
。
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ

ィ
に
よ
る
と
、こ
こ
で
の
﹁
精
細
な
（m

inute

）﹂
と
い
う
形
容
詞
は
、興
味
深
い
こ
と
に
両
義
的
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
彼
の
継
承
者
た
ち
に
と
っ
て
、そ
の
形
容
詞
は
、

積
極
的
な
響
き
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
／
彼
女
た
ち
が
哲
学
的
な
言
語
分
析
の
本
質
的
部
分
と
み
な
す
、
注
意
深
く
て
我
慢
強
い
研
究
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
バ
ー
リ
ン
が
そ
の
形
容
詞
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
に
は
、
批
判
的
な
含
意
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
小
哲
学
者

た
ち
（m

inute philosophers

）﹂
に
対
す
る
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
鋭
い
批
判
が
、
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
小
哲
学
者
た
ち
﹂
と
は
、
Ｈ
・
Ａ
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
（H

. 

A
. P

richard

）
や
Ｈ
・
Ｗ
・
Ｂ
・
ジ
ョ
セ
フ
（H

. W
. B

. Joseph

）―
―

ジ
ョ
ン
・
ク
ッ
ク
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（John C

ook W
ilson

）
と
い
う
師
の
影
響
を
受
け
て
い
る―

―

の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
彼
の
学
派
と
大
筋
で
結
び
つ
い
て
い
く
日
常
言
語
に
か
ん
す
る
徹
底
し
た
分
析
の
、
先
駆
者
と
な
っ
た
。C

f. M
ario 

R
icciardi, ‘B

erlin on L
iberty’, su

p
ra

 note 24, pp. 124-125. 

コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
こ
れ
ら
の
哲
学
者
に
つ
い
て
の
記
述
は
、cf. R

obin G
. C

ollingw
ood, A

n
 

A
u

tobiogra
p

h
y, w

ith a new
 introduction （O

xford, N
ew

 York and M
elbourne: O

xford U
niversity P

ress, 1978

）, pp. 19-21. 

玉
井
治
訳
﹃
思
索
へ
の
旅―

―

自
伝
﹄（
未
來
社
、
�
九
八
�
年
）
二
八―

三
〇
頁
。

（
27
）　Isaiah B

erlin, F
lou

rish
in

g: L
etters 1928-1946, edited by H

enry H
ardy （L

ondon: C
hatto and W

indus, 2004

）, p. 43. 

亀
本
洋
に
よ
る
と
、﹁
日
常
言
語
の

さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
い
か
に
用
い
ら
れ
何
を
意
味
す
る
か
を
同
僚
や
弟
子
と
サ
ロ
ン
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
討
論
す
る
と
い
う
手
法
で
﹃
言
語
の
科
学
﹄
の
構
築
を
め
ざ
し
た

彼
︹
オ
ー
ス
テ
ィ
ン―
―

引
用
者
︺
の
研
究
は
、
結
局
、
辞
書
の
編
纂
を
目
的
と
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
り
、
し
か
も
、
話
し
相
手
が
異
な
れ
ば
意
見
が
必
ず
し
も
�
致
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
常
語
の
意
味
と
機
能
の
分
類
を
こ
と
と
す
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
研
究
は
、
文
脈
が
定
ま
れ
ば
言
葉
の
意
味
と
機
能
は
特
定
で
き

る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
固
定
化
を
断
固
拒
否
し
た
﹃
探
求
﹄
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
姿
勢
と
は
鋭
く
対
立
す
る

も
の
で
あ
る
﹂。
亀
本
洋
﹁
言
語
論
的
転
回
へ
の
懐
疑―

―

論
理
実
証
主
義
を
中
心
に
﹂
亀
本
洋
﹃
法
的
思
考
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
三
�
四
頁
。

（
28
）　Isaiah B

erlin, F
lou

rish
in

g, su
p

ra
 note 27, p. 43. 

な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
い
う
ロ
シ
ア
の
著
作
者
た
ち
（the R

ussians

）
と
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
バ

ク
ー
ニ
ン
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
作
家
や
詩
人
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。C

f. Isaiah B
erlin, R

u
ssia

n
 T

h
in

kers, second edition, edited by 

H
enry H

ardy and A
ileen K

elly （L
ondon: P

enguin C
lassics, 2008

）.

（
29
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, pp. 86-88. 

邦
訳
、
九
六―

九
�
頁
。

三
二
三
六
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四
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二
九

（
30
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘V

erificanion’, in Isaiah B
erlin, C

on
cep

ts a
n

d
 C

a
tegories, su

p
ra

 note 14.
（
31
）　

上
森
亮
・
前
掲
注
（
１
）﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
﹄
二
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
政
治
哲
学
者
の
森
達
也
に
よ
る
と
、﹁
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
は
実
質
的
な
科
学
的
言
明

の
究
極
を﹃
感
覚
与
件（sense-datum

; sense-data

）﹄に
求
め
、経
験
と
言
明
の
対
応
を﹃
検
証
可
能
性
原
理（verifiability principle

）﹄（
あ
る
い
は
検
証
原
理（verification 

principle

）
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
を
構
想
し
た
。
⋮
⋮
経
験
的
内
容
を
認
め
ら
れ
な
い
道
徳
的
命
令
や
倫
理
的
判
断
は
﹃
検
証
不
可
能
﹄
と
し
て
哲
学

の
考
察
対
象
か
ら
外
さ
れ
、﹃
単
な
る
情
緒
の
表
現
﹄
と
さ
れ
た
﹂。
森
達
也
・
前
掲
注
（
17
）﹁
バ
ー
リ
ン
政
治
思
想
に
お
け
る
哲
学
的
構
想
﹂
�
六
〇
頁
。

（
32
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 125.

（
33
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘Tw

o C
oncepts of L

iberty’, su
p

ra
 note 3, p. 168. 

邦
訳
、
三
〇
三
頁
。‘porous’

の
訳
語
を
﹁
多
義
的
﹂
か
ら
﹁
穴
だ
ら
け
の
﹂
に
変
更
し
た
。

（
34
）　

ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
多
孔
性
﹂
は
﹁
曖
昧
性
（vagueness

）﹂
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
曖
昧
性
は
定
義
を
研
ぎ
澄
ま
せ
ば
縮
減
で
き
る
が
、
多
孔
性
は
諸

概
念
に
内
在
す
る
特
徴
（inherent feature

）
で
あ
る
。
言
語
を
規
律
し
、
そ
れ
を
正
確
な
道
具
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
努
力
は
、
わ
れ
わ
れ
が
使
用
す
る
言

葉
の
﹁
多
孔
性
﹂
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
は
、﹁
穴
だ
ら
け
の
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
事
柄
（item

）
の
性

質
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
が
、
そ
の
事
柄
に
吸
収
さ
れ
た
り
保
持
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
性
質
を
、
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, 

su
p

ra
 note 24, p. 125. 

ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
の
文
献
に
つ
い
て
は
、cf. F

riedrich W
aism

ann, ‘V
erifiability ’, in F

riedrich W
aism

ann, H
ow

 I S
ee P

h
ilosop

h
y, 

edited by R
. H

arré

（L
ondon: M

acm
illan, 1968
）, pp. 41-45; F

riedrich W
aism

ann, ‘L
anguage Strata’, in F

riedrich W
aism

ann, H
ow

 I S
ee P

h
ilosop

h
y, 

pp. 95-97. 

ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
は
後
者
の
文
献
で
﹁
概
念
の
多
孔
性
（P

orosität der B
egriffe

）﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。C

f. ibid., p. 96.

（
35
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 125. 

な
お
、
中
山
竜
�
に
よ
る
と
、﹁
Ｆ
・
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
概
念
の
﹃
多
孔
性

porosity

﹄
あ
る
い
は
﹃
開
か
れ
た
構
造
﹄
と
呼
ば
れ
る
、
言
語
の
﹃
曖
昧
な
周
縁
部
﹄
あ
る
い
は
﹃
疑
わ
し
い
反
影
﹄
に
関
わ
る
問
題
⋮
⋮
に
は
�
義
的
な
意
味
が
存
在
し

な
い
﹂
の
で
あ
る
。
中
山
竜
�
﹁
法
理
論
に
お
け
る
言
語
論
的
転
回―

―
﹃
法
と
言
語
﹄
研
究
序
説
（
�
）﹂
法
学
論
叢
�
二
九
巻
�
号
（
�
九
九
�
年
）
�
�
頁
を
参
照
。

中
山
は
さ
ら
に
、
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
の
法
理
論
に
お
け
る
言
語
哲
学
の
不
徹
底
に
関
連
し
て
、
以
下
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
ハ
ー
ト
の
用
法
に
お
け
る
﹃
開

か
れ
た
構
造
（open texture

）﹄
と
い
う
言
葉
は
、
�
方
の
、
語
の
﹃
核
心
と
半
影
﹄
と
い
っ
た
﹃
曖
昧
性
（vagueness

）﹄
を
示
す
意
味
論
上
の
比
喩
と
、
他
方
の
、
中

期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
下
で
Ｆ
・
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
に
よ
り
定
式
化
さ
れ
た
語
用
論
的
概
念―

―

す
な
わ
ち
、
生
活
形
式
の
変
化
に
よ
り
語
や
文
の
用
法
に
変
化
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と―

―

と
が
混
在
し
て
﹂
い
る
、
と
。
中
山
竜
�
﹁﹃
ハ
ー
ト
＝
フ
ラ
ー
論
争
﹄
を
読
み
直
す―

―

Ｎ
・
レ
イ
シ
ー
に
よ
る
思
想
史
的
発
掘
か
ら
﹂
ホ
セ
・

ヨ
ン
パ
ル
ト
・
三
島
淑
臣
・
竹
下
賢
・
長
谷
川
晃
編
﹃
法
の
理
論
30
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
�
�
年
）
�
六
二
頁
の
注
（
41
）
を
参
照
。

（
36
）　C

f. F
riedrich W

aism
ann, ‘V

erifiability’, su
p

ra
 note 34, p. 44.

三
二
三
�
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三
〇

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

（
37
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, p. 88. 

邦
訳
、
九
�
頁
。

（
38
）　C

f. Isaiah B
erlin and R

am
in Jahanbegloo, C

on
versa

tion
s w

ith
 Isa

ia
h

 B
erlin

 （L
ondon: P

eter H
alban, 1992

）, pp. 23-24. 

河
合
秀
和
訳
﹃
あ
る
思
想
史

家
の
回
想―

―

ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
と
の
対
話
﹄（
み
す
ず
書
房
、
�
九
九
三
年
）
四
二―

四
三
頁
。

（
39
）　C

f. ibid., p. 24. 

邦
訳
、
四
三
頁
。

（
40
）　C

f. ibid., p. 28. 

邦
訳
、
四
八―

四
九
頁
。

（
41
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘G

iam
battista V

ico and C
ultural H

istory’, in Isaiah B
erlin, T

h
e C

rooked
 T

im
ber of H

u
m

a
n

ity
: C

h
a

p
ters in

 th
e H

istory
 of 

Id
ea

s, edited by H
enry H

ardy （L
ondon: John M

urray, 1990

）, pp. 60-62. 

田
中
治
男
訳
﹁
ジ
ャ
ン
バ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
と
文
化
史
﹂
福
田
歓
�
・
河
合
秀
和
・

田
中
治
男
・
松
本
礼
二
訳
﹃
理
想
の
追
求
（
バ
ー
リ
ン
選
集
４
）﹄（
岩
波
書
店
、
�
九
九
二
年
）
四
四―

四
�
頁
。

（
42
）　C

f. Isaiah
 B

erlin
, ‘V

ico an
d

 H
erd

er’, in
 Isaiah

 B
erlin

, T
h

ree C
ritics of th

e E
n

ligh
ten

m
en

t: V
ico, H

a
m

a
n

n
, H

erd
er, ed

ited
 by H

en
ry H

ard
y

（L
on

d
on

: P
im

lico, 2000; P
rin

ceton
, N

ew
 Jersey: P

rin
ceton

 U
n

iversity P
ress, 2000; F

irst p
u

blish
ed

 as V
ico a

n
d

 H
erd

er: T
w

o S
tu

d
ies in

 th
e 

H
istory of Id

ea
s, by L

ondon: T
he H

ogarth P
ress, 1976

）, p. 197. 

小
池
銈
訳
﹃
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヘ
ル
ダ
ー―

―

理
念
の
歴
史
：
二
つ
の
試
論
﹄（
み
す
ず
書
房
、
�
九

八
�
年
）
三
二
九
頁
。

（
43
）　Isaiah B

erlin, ‘Tw
o C

oncepts of L
iberty’, su

p
ra

 note 3, p. 167. 

邦
訳
、
二
九
九
頁
。

（
44
）　C

f. ibid.

（
45
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 126.

（
46
）　C

f. ibid. 

な
お
、﹁
概
念
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls

）
に
よ
る
も
の
が
、
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
ル
ズ
は
、
正
義
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、﹁
概
念
（concept

）﹂
と
、
概
念
に
つ
い
て
の
﹁
捉
え
方
（conceptions

）﹂
を
区
別
し
て
い
る
。

C
f. John R

aw
ls, A

 T
h

eory of Ju
stice, revised edition （C

am
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity P
ress, 1999

）, p. 5. 

川
本
隆
史
・
福
間
聡
・
神
島
裕
子
訳
﹃
正

義
論
︹
改
訂
版
︺﹄（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
�
〇
年
）
八―

九
頁
。
バ
ー
リ
ン
は
、﹁
自
由
の
概
念
（the concept of liberty

）﹂
の
﹁
二
つ
の
捉
え
方
（tw

o 

conceptions

）﹂
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
二
つ
の
自
由
概
念
（tw

o concepts of liberty

）﹂
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
47
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 126.

（
48
）　

バ
ー
リ
ン
はliberty

とfreedom

を
同
義
語
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
るC

f. Isaiah B
erlin, ‘Tw

o C
oncepts of L

iberty’, su
p

ra
 note 3, p. 169. 

邦
訳
、
三
〇
三
頁
。

（
49
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 126.

三
二
三
八
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（
50
）　

リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と
、
ラ
イ
ル
や
ハ
ー
ト
と
い
っ
た
傑
出
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
経
験
に
つ
い
て
探
求
す
る
た
め
に
、﹁
概
念
﹂
と
い
う
用
語
を
、

バ
ー
リ
ン
と
同
様
の
緩
や
か
さ
で
用
い
た
。
ラ
イ
ル
の
﹃
心
の
概
念
﹄
や
ハ
ー
ト
の
﹃
法
の
概
念
﹄
の
読
者
た
ち
は
、
明
快
な
定
義
の
よ
う
な
も
の
を
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
言

葉
を
用
い
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
を
期
待
し
て
本
を
開
く
が
、
大
い
に
失
望
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
読
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
定
義
で
は
な
く
、﹁
心
﹂
や
﹁
法
﹂
の
用
法
や
、

そ
れ
ら
の
言
葉
と
結
び
つ
い
て
い
る
言
葉
の
用
法
に
か
ん
す
る
、
注
意
深
い
分
析
を
見
出
す
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
本
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
日
常
言
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ

る
際
に
関
連
す
る
、
異
な
る
物
事
や
出
来
事
に
か
ん
す
る
、
相
互
に
関
連
す
る
と
て
も
多
く
の
哲
学
的
な
議
論
や
説
明
を
含
ん
で
い
る
。C

f. ibid., p. 126. 

ラ
イ
ル
と
ハ
ー
ト

の
著
書
に
つ
い
て
は
、cf. G

ilbert R
yle, T

h
e C

on
cep

t of M
in

d
 （L

ondon: H
utchinson, 1949

）. 

坂
本
百
大
・
井
上
治
子
・
服
部
裕
幸
訳
﹃
心
の
概
念
﹄（
み
す
ず
書
房
、

�
九
八
�
年
）; H

. L
. A

. H
art, T

h
e C

on
cep

t of L
a

w
 （O

xford: C
larendon P

ress, 1961

）. 

矢
崎
光
圀
監
訳
﹃
法
の
概
念
﹄（
み
す
ず
書
房
、
�
九
�
六
年
）。
な
お
、

ハ
ー
ト
の
﹃
法
の
概
念
﹄
は
、
二
〇
�
二
年
に
第
三
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。C

f. H
. L

. A
. H

art, T
h

e C
on

cep
t of L

a
w

, third edition （O
xford: O

xford U
niversity 

P
ress, 2012

）.

（
51
）　C

f. Isaiah
 B

erlin
 an

d
 B

ryan
 M

agee, ‘A
n

 In
trod

u
ction

 to P
h

ilosop
h

y’, in
 B

ryan
 M

agee, M
en

 of Id
ea

s: S
om

e C
rea

tors of C
on

tem
p

ora
ry 

P
h

ilosop
h

y （O
xford and N

ew
 York: O

xford U
niversity P

ress, 1982

）.

（
52
）　

自
由
の
二
つ
の
概
念
（
自
由
の
積
極
的
概
念
と
消
極
的
概
念
）
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
下
に
、
異
な
る
討
議
や
政
治
的
な
見
解
の
不
�
致
が
集
う
、
い
わ
ば
項
目
（item

s

）

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
自
由
の
二
つ
の
概
念
と
は
、
た
し
か
に
構
成
単
位
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 

note 24, p. 126.

（
53
）　C

f. ibid., pp. 126-127. 

マ
ギ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁︹
構
成
は―

―

引
用
者
︺
し
ば
し
ば
、﹃
モ
デ
ル
（m

odels

）﹄
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
社
会

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
あ
る
人
々
は
、
社
会
を
あ
る
種
の
機
械
（m

achine

）
と
捉
え
ま
す
。
機
械
は
、
人
間
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
、
特
定
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
そ

の
業
務
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
動
部
分
が
互
い
に
特
定
の
方
法
で
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
別
の
人
々
は
、
社
会
を
あ
る
種
の
有
機
体
（organism

）

と
捉
え
ま
す
。
有
機
体
は
、
ど
ん
ぐ
り
か
ら
樫
の
葉
が
出
る
よ
う
な
、
生
物
の
よ
う
に
成
長
す
る
存
在
で
す
。
さ
て
、
あ
な
た
が
社
会
を
あ
る
種
の
機
械
と
捉
え
る
か
、
あ
る

い
は
あ
る
種
の
有
機
体
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
大
き
な
実
践
的
帰
結
の
違
い
が
生
じ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
人
は―

―

ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
で
思
考
す
る
か
に
よ
っ
て―

―

、

個
人
と
社
会
の
関
係
に
か
ん
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
統
治
、
政
治
、
社
会
問
題
に
か
ん
す
る
大
い
に
異
な
る
結
論
や
態
度
を
引
き
出
す
か
ら
で
す
﹂。Isaiah B

erlin and 

B
ryan M

agee, ‘A
n Introduction to P

hilosophy’, su
p

ra
 note 51, p. 24.

（
54
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘D

oes P
olitical T

heory Still E
xist?’ in Isaiah B

erlin, C
on

cep
ts a

n
d

 C
a

tegories, su
p

ra
 note 14, p. 166. 

生
松
敬
三
訳
﹁
政
治
理
論
は
ま

だ
存
在
す
る
か
﹂
小
川
晃
�
ほ
か
共
訳
・
前
掲
注
（
３
）﹃
自
由
論
﹄
�
〇
〇
頁
。

三
二
三
九
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三
二

バ
ー
リ
ン
自
由
論
の
基
底

（
55
）　
﹁
外
界
﹂
と
い
う
表
現
はibid., p. 165. 

邦
訳
、
四
九
八
頁
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
56
）　C

f. ibid.
（
57
）　

例
え
ば
、﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂
の
母
体
と
な
っ
た
講
演
原
稿
の
出
版
（﹃
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
政
治
思
想
﹄）
は
、﹁
ロ
マ
ン
主
義
革
命
﹂
と
そ
の
帰
結
が
、
自
由
の
消
極
的

説
明
と
積
極
的
説
明
の
あ
い
だ
の
対
立
を
生
み
出
す
た
め
の
、
重
要
な
背
景
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on 

L
iberty’, su

p
ra

 note 24, pp. 127-128.

（
58
）　C

f. ibid., p. 128.

（
59
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘Tw

o C
oncepts of L

iberty’, su
p

ra
 note 3, p. 169. 

邦
訳
、
三
〇
三―

三
〇
四
頁
。

（
60
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 128. 

コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
自
伝
に
お
い
て
﹁
問
答
論
理
学
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。C

f. R
obin G

. 

C
ollingw

ood, A
n

 A
u

tobiogra
p

h
y, su

p
ra

 note, 26, p. 37. 

邦
訳
、
四
�
頁
。
な
お
、
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
は
問
答
論
理
学
に
よ
っ
て
、﹁
絶
対
的

前
提
（absolute presuppositions
）﹂
を
探
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
は
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
が
啓
蒙
運
動
思
想
と
ロ
マ
ン
主

義
思
想
に
共
通
す
る
様
式
の﹁
絶
対
的
前
提
﹂と
呼
ん
だ
も
の
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
バ
ー
リ
ン
自
身
も
、思
想
家
が
前
提
と
す
る
も
の
の
砦
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
切
り
込
み
、

そ
こ
に
お
け
る
支
配
的
な
概
念
（
絶
対
的
前
提
）
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, pp. 203-204. 

邦
訳
、
二

二
二
頁
。
バ
ー
リ
ン
自
身
が
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
絶
対
的
前
提
に
言
及
し
て
い
る
文
献
と
し
て
は
、cf. Isaiah B

erlin, P
olitica

l Id
ea

s in
 th

e R
om

a
n

tic A
ge: 

T
h

eir R
ise a

n
d

 In
fl

u
en

ce on
 M

od
ern

 T
h

ou
gh

t （L
ondon: C

hatto &
 W

indus, 2006; P
rinceton, N

ew
 Jersey: P

rinceton U
niversity P

ress, 2006

）, p. 

13. 

な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ロ
ー
ル
ズ
も
政
治
哲
学
史
を
執
筆
す
る
際
に
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
自
伝
に
お
け
る
問
い
と
答
え
の
箇
所
を
、
し
ば
し
ば
参
照
し
て
い
た
。

C
f. S

am
u

el F
reem

an
, ‘E

d
itor’s F

orew
ord

’, in
 Joh

n
 R

aw
ls, L

ectu
res on

 th
e H

istory
 of P

olitica
l P

h
ilosop

h
y

, ed
ited

 b
y S

am
u

el F
reem

an 

（C
am

bridge, M
ass. and L

ondon: H
arvard U

niversity P
ress, 2007

）, p. xiii. 

斎
藤
純
�
訳
﹁
編
者
の
緒
言
﹂
斎
藤
純
�
・
佐
藤
正
志
・
山
岡
龍
�
・
谷
澤
正
嗣
・
髙

山
裕
二
・
小
田
川
大
典
訳
﹃
ロ
ー
ル
ズ
政
治
哲
学
史
講
義
Ｉ
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
�
�
年
）
ⅺ
頁
。

（
61
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, pp. 128-129.

（
62
）　C

f. ibid., p. 128.

（
63
）　C

f. ibid., p. 129.

（
64
）　C

f. G
erald C

. M
acC

allum
 Jr., ‘N

egative and P
ositive F

reedom
’, su

p
ra

 note 4. 
な
お
、
小
田
川
大
典
に
よ
る
と
、
自
由
概
念
は
�
つ
で
あ
る
と
い
う
マ
ッ
カ
ラ

ム
の
主
張
に
対
し
て
、
政
治
思
想
史
家
の
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（Q

uentin Skinner

）
も
反
論
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
キ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
リ
ン
が
明

三
二
四
〇
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六
四
巻
八
号�

三
三

ら
か
に
し
た
の
は
、﹁
自
由
に
つ
い
て
の
我
々
の
多
様
な
経
験
を
単
�
の
理
論
や
包
括
的
な
定
式
に
よ
っ
て
い
っ
し
ょ
く
た
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
必
ず
失
敗
す
る
運
命
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
﹂。
小
田
川
大
典
﹁
共
和
主
義
と
自
由―

―

ス
キ
ナ
ー
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
マ
ジ
ノ
線
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
﹂
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
、
�
四

巻
四
号
（
二
〇
〇
�
年
）
四
四―

四
�
頁
を
参
照
。
ス
キ
ナ
ー
の
訳
文
は
、
小
田
川
論
文
四
�
頁
の
も
の
を
用
い
た
。
小
田
川
が
引
用
す
る
ス
キ
ナ
ー
の
文
献
に
つ
い
て
は
、

cf. Q
uentin Skinner, ‘A

 T
hird C

oncept of L
iberty’, in P

roceed
in

gs of th
e B

ritish
 A

ca
d

em
y, vol. 117 （2002

）, p. 238.

（
65
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, pp. 129-130.

（
66
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘D

oes P
olitical T

heory Still E
xist?’ su

p
ra

 note 54, p. 166. 

邦
訳
、
�
〇
〇
頁
。

（
67
）　C

f. ibid., p. 165. 
邦
訳
、
四
九
八
頁
。

（
68
）　C

f. ibid., p. 166. 
邦
訳
、
�
〇
〇
頁
。

（
69
）　C

f. M
ario R

icciardi, ‘B
erlin on L

iberty’, su
p

ra
 note 24, p. 127. 

な
お
、
リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
複
数
の
解
釈
は
、
政
治
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
（M

ichael O
akeshott

）
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
人
類
の
会
話
（the conversation of m

ankind

）﹂
か
ら
、
現
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。C

f. ibid., p. 127. 

こ
こ
で
、リ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
が
言
及
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
﹁
人
類
の
会
話
﹂
に
つ
い
て
、簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
と
、哲
学
者
の
な
か
に
は
、

人
間
の
す
べ
て
の
発
話
が
、
た
だ
�
様
の
も
の
（in one m

ode

）
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
い
る
。
バ
ベ
ル
の
塔
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
人
類
の
上
へ
ふ
り
か
か
っ
た
呪
い

か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
が
、
哲
学
者
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
な
か
な
か
死
に
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
有
意
味
な
人
間
の
言
葉
に
単
�
的
性
格
（a single 

character

）
を
押
し
つ
け
る
と
い
う
傾
向
は
、
依
然
と
し
て
根
強
い
。
し
か
し
、
会
話
と
は
む
し
ろ
、
臨
機
応
変
の
知
的
冒
険
で
あ
る
。
話
し
言
葉
の
多
様
性
（a diversity 

of voices

）
が
な
け
れ
ば
会
話
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。C

f. M
ichael O

akeshott, ‘T
he V

oice of P
oetry in the C

onversation of M
ankind’, in M

ichael 

O
akeshott, R

a
tion

a
lism

 in
 P

olitics a
n

d
 O

th
er E

ssa
ys （L

ondon: M
ethuen,1962; Totow

a, N
ew

 Jersey: R
ow

m
an and L

ittlefield, 1962

）, pp. 197-199. 

田
島
正
樹
訳
﹁
人
類
の
会
話
に
お
け
る
詩
の
言
葉
﹂、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
著
、
嶋
津
格
・
森
村
進
ほ
か
訳
﹃
政
治
に
お
け
る
合
理
主
義
﹄（
勁
草
書
房
、
�
九
八
八
年
）

二
三
�―

二
三
九
頁
、
添
谷
育
志
訳
﹁
人
類
の
会
話
に
お
け
る
詩
の
声
﹂
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
著
、
澁
谷
浩
・
奥
村
大
作
・
添
谷
育
志
・
的
射
場
敬
�
訳
﹃
保
守
的

で
あ
る
こ
と―
―

政
治
的
合
理
主
義
批
判
﹄（
昭
和
堂
、
�
九
八
八
年
）
二
�
�―
二
�
四
頁
。

（
70
）　C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘B
erlin’s E

arly P
olitical T

hought’, in G
eorge C

row
der and H

enry H
ardy （eds.

）, T
h

e O
n

e a
n

d
 th

e M
a

n
y, su

p
ra

 note 24. 

な
お
、
チ
ェ
ル
ニ
ス
に
は
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
政
治
思
想
に
か
ん
す
る
以
下
の
論
文
も
あ
る
。C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘Isaiah B
erlin’s P

olitical Ideas: F
rom

 the 

Tw
entieth C

entury to the R
om

antic A
ge’, introduction to Isaiah B

erlin, P
olitica

l Id
ea

s in
 th

e R
om

a
n

tic A
ge, su

p
ra

 note 60.

（
71
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘D

oes P
olitical T

heory Still E
xist?’ su

p
ra

 note 54.

三
二
四
�
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バ
ー
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（
72
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘A L

etter to G
eorge K

ennan’, in Isaiah B
erlin, L

iberty, su
p

ra
 note 3.
（
73
）　C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘B
erlin’s E

arly P
olitical T

hought’, su
p

ra
 note 70, p. 109.

（
74
）　C

f. ibid.

（
75
）　C

f. Isaiah B
erlin, ‘D

em
ocracy, C

om
m

unism
 and the Individual’ （2004

）, ︿http://berlin.w
olf.ox.ac.uk/lists/nachlass/dem

com
ind.pdf

﹀ in H
enry H

ardy 

（ed.

）, Isa
ia

h
 B

erlin
 V

irtu
a

l L
ibra

ry

（accessed on 14 January, 2013

）, p. 2.

（
76
）　C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘B
erlin’s E

arly P
olitical T

hought’, su
p

ra
 note 70, p. 110.

（
77
）　

こ
の
表
現
は
、ibid., p. 108 

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
78
）　C

f. Isaiah B
erlin, P

olitica
l Id

ea
s in

 th
e R

om
a

n
tic A

ge, su
p

ra
 note 60.

（
79
）　C

f. ibid., pp. 204, 207.

（
80
）　C

f. ibid., p. 206.

（
81
）　C

f. ibid.

（
82
）　C

f. Isaiah B
erlin, T

h
e S

en
se of R

ea
lity: S

tu
d

ies in
 Id

ea
s a

n
d

 T
h

eir H
istory, edited by H

enry H
arby （L

ondon: P
im

lico, 1996; N
ew

 York: F
arrar, 

Straus and G
iroux, 1996

）, pp. 73-74. 

チ
ェ
ル
ニ
ス
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
バ
ー
リ
ン
の
書
簡
（Isaiah 

B
erlin, letter to H

erbert E
lliston, 30 D

ecem
ber 1952

）―
―

 cf. Isaiah B
erlin, E

n
ligh

ten
in

g: L
etters 1946-1960, edited by H

enry H
ardy and Jennifer 

H
olm

es （L
ondon: C

hatto &
 W

indus, 2009

）, p. 350 ―
―

も
参
照
し
て
い
る
。C

f. Joshua C
herniss, ‘B

erlin’s E
arly P

olitical T
hought’, su

p
ra

 note 70, note 

50 at p. 116.

（
83
）　C

f. ibid, p. 116.

（
84
）　C

f. ibid., p. 115. 

バ
ー
リ
ン
は
、
ポ
ラ
ノ
フ
ス
カ
＝
シ
グ
ル
ス
カ
と
の
対
話
の
な
か
で
も
、﹁
基
本
的
な
選
択
の
自
由
（basic liberty of choice

）﹂
と
い
う
概
念
に
言
及

し
て
い
る
。C

f. Isaiah B
erlin and B

eata P
olanow

ska-Sygulska, U
n

fi
n

ish
ed

 D
ia

logu
e, su

p
ra

 note 1, p. 99. 

こ
の
自
由
概
念
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前

掲
注
（
１
）﹃
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
﹄
第
八
章
お
よ
び
終
章
を
参
照
。

（
85
）　C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘B
erlin’s E

arly P
olitical T

hought’, su
p

ra
 note 70, pp. 116-117.

（
86
）　C

f. M
ichael Ignatieff, Isa

ia
h

 B
erlin

, su
p

ra
 note 2, p. 88. 

邦
訳
、
九
�
頁
。

（
87
）　C

f. Joshua L
. C

herniss, ‘B
erlin’s E

arly P
olitical T

hought’, su
p

ra
 note 70, p. 109.

三
二
四
二
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三
�

（
88
）　

例
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
思
想
史
講
義
を
、
彼
の
政
治
哲
学
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
バ
ー
リ
ン
の
政
治
哲
学
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
も
、
参
考
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。C

f. John R
aw

ls, L
ectu

res on
 th

e H
istory of P

olitica
l P

h
ilosop

h
y, su

p
ra

 note 60. 

な
お
、
バ
ー
リ
ン
の
政
治
哲
学
に
お
け
る
哲
学
的
研
究
と

思
想
史
研
究
の
交
錯
を
、
例
え
ば
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（L

eo Strauss

）
や
Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
の
政
治
思
想
史
の
方
法
と
同
列
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
本
稿
で
は
踏
み
込
む
こ
と
を
控
え
た
い
。
こ
の
三
者
の
方
法
論
の
対
比
に
つ
い
て
は
、cf. R

yan P
atrick H

anley, ‘B
erlin and H

istory’, in G
eorge C

row
der 

and H
enry H

ardy （eds.

）, T
h

e O
n

e a
n

d
 th

e M
a

n
y, su

p
ra

 note 24, p. 176. 

な
お
、
杉
田
敦
は
以
下
の
対
談
に
お
い
て
、
ス
キ
ナ
ー
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
日
本

に
お
け
る
﹁
政
治
思
想
史
と
政
治
理
論
の
分
離
﹂
に
つ
い
て
の
示
唆
的
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
荻
野
美
穂
・
金
森
修
・
杉
田
敦
・
司
会
＝
吉
見
俊
哉
﹁
�
九
八
�―

二
〇
〇

�
年　

ポ
ス
ト
近
代
の
到
来
﹂、﹃
思
想
﹄
編
集
部
編
﹃﹃
思
想
﹄
の
軌
跡　
　

�
九
二
�―

二
〇
�
�
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
�
二
年
）
�
�
四―

�
�
�
頁
。
杉
田
が
こ
こ
で

い
う
﹁
政
治
理
論
﹂
と
は
、
本
稿
が
用
い
て
い
る
﹁
政
治
哲
学
﹂
と
い
う
用
語
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
杉
田
お
よ
び
川
崎
修
に
よ
る
と
、﹁P

olitical 

T
heory

の
翻
訳
語
で
あ
る
﹃
政
治
理
論
﹄
は
、
⋮
⋮
過
去
の
重
要
な
政
治
的
議
論
の
蓄
積
と
し
て
の
政
治
思
想
史
と
深
い
関
係
を
も
つ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
基
礎
と
な

っ
て
き
た
哲
学
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
問
分
野
は
、
政
治
哲
学P

olitical P
hilosophy

と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
﹂。
川
崎
修
・
杉
田
敦
編
﹃
現
代

政
治
理
論
︹
新
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
�
二
年
）
ⅰ
頁
。

　
︻
付
記
︼　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
小
田
川
大
典
教
授
（
岡
山
大
学
法
学
部
）
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　

な
お
、
本
稿
は
、
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
﹁
�
神
教
と
そ
の
世
界
に
関
す
る
基
礎
的
・
応
用
的
研
究
拠
点
の
形
成
﹂
の
研
究
成
果
の
�
部
で
あ
る
。

三
二
四
三




